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東
印
度
に
於
て
は
宜
釦
の
蔑
林
産
物
を
生
産
し
'
又
錬
物
の
産
前
も
少
-
な
い
の
LP
あ
る
が
'
こ
れ
等
の
生
産
物
の
大
部
分
は
潟

外
に
輸
出
せ
ら
れ
る
｡
他
方
に
於
て
'
工
業
は
主
と
し
て
消
費
財
を
隼
産
し
.
園
内
の
摘
費
の
薦
め
に
各
地
に
配
給
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
'
滑
費
財
の
輸
入
は
団
円
生
産
よ
り
も
追
か
に
多
-
､
叉
生
産
財
の
国
内
生
産
は
菅
し
き
も
の
な
く
'
大
部
分
こ
れ
を
輸
入

に
仰
ぐ
の
で
あ
る
｡

ー･

蘭
印
産
業
に
於
け
る
商
業
の
地
位
を
従
業
者
数
に
伐
っ
て
見
る
に
'

一
九
三
〇
年
の
国
勢
調
査
に
依
れ
ば
全
有
柴
者
二
C)､
八
七

一
'
〇
五
〇
人
中
'
商
業
従
事
者
は

1
'
二
九
三
､
三

l
六
人
で
あ
り
'
仝
硬
に
封
す
る
割
合
は
六
三

%
を
占
む
｡
而
し
て
国
勢
調
査

に
所
謂
商
業
は
信
用
機
関
を
含
み
'
こ
れ
に
碓
寄
す
る
人
口
は
八
､
四
六
二
人
で
あ
る
｡

′東
印
度
外
囲
商
業
の
特
質

第
三
番

四
五

第
1

㍍

四
五



東
印
度
外
国
帯
業
の
特
質

第

三
懸

四
六

第

1
既

四
六

如
此
く
全
産
業
人
口
に
握
っ
て
蘭
印
南
糞
の
地
位
を
考
ふ
る
と
き
は
'
寧
ろ
そ
の
地
位
が
軽

い
と
も
謂
払
得
る
の
で
あ
る
が
､
蘭

印
の
支
配
階
級
に
嵐
す
る
欧
米
人
攻
い
七
は
叉
支
那
人
に
付
い
て
産
柴
別
人
口
構
成
を
吟
味
す
る
と
き
は
多
少
事
情
が
異
な
っ
て
来

る
｡
印
ち
談
粍
<
り
す
袈
旨
Tf
E
p.
El三

l
人
中
第

一
位
を
占
む
る
公
務
椎
柴
者
の
二
四

･
ニ
110
%
を
抑
く
措
け
ば
商
l#

(信
用
機
関

E
hF=.臣
に
)

1
二
･-･J
二
g
1
,JLJF
.f

】
l,
･⊃
l

%

む
占
む
る
の
で
あ
っ

て
..

工
業
従
菜
箸
よ
-
も
大

で
あ
る
付
文

寛
邦
人
L3
発
有
謀
議
は
四
六
九
F
力
三
五
人
で
あ
-
い
て
の
中

=

商
業
従
事
者
は
二
五

･
三
九
%
で
あ
り
第

1
位
を
占
む
.

以
上
の
二
事
賓
は
何
を
物
語
る
の
で
あ
る
か
｡
蘭
即
の
全
産
業
従
事
者
を
標
準
と
し
て
観
察
す
れ
ば
'
商
葉
は
他
の
産
業
部
門
に

止
し
左
程
重
要
で
な
い
が
'
住
民
を
除
き
簡
印
の
支
配
階
級
及
華
僑
の
み
に
付
い
て
謂
は
Z･､
南
光
は
可
成
-
の
重
要
産
共
た
る
の

で
あ
る
o
嘗
て
は
蘭
印
の
商
柴
的
楼
能
が
和
蘭
人
よ
り
も
英
人
に
伐
っ
て
よ
･sl
多
く
営
ま
れ
て
ゐ
た
る
と
観
葉
す
る
も
の
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
が
､
そ
の
鮎
は
兄
も
角
と
し
て
'
貿
易
は
欧
米
人
が
主
と
し
て
掌
撞
L
t
然
か
も
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
圃
の
商
社
が
蘭

印
に
支
店
を

有
ち
此
校
的
少
数
の
従
業
者
に
伐
っ
て
経
営
し
て
ゐ
た
こ
と
は
ほ
ゞ
誤
の
な
い
革
質
で
あ
ら
う
｡
而
し
て
こ
の
欧
米
人

商
社
の
下
部

組
織
と
し
て
華
俺
の
配
給
機
構
が
出
奔
て
ゐ
る
の
だ
｡
こ
の
結
果
と
し
て
蘭
莞
部
門
の
綻
業
者
は
園
外
と
園
内
に
住
居

L
t
国
内
の
従
業
者
が
此
鮫
的
少
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
'
蘭
印
の
如
-
世
界
市
場

へ
の
伐
存
性
が
強
い
地
域
に
於
て
は
'
園

内
の
商
業
従
事
者
が
少
な
い
と
い
ふ
亭
責
の
み
で
は
必
ず
し
も
商
業
の
地
位
を
判
断
し
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
他
方
に
於
て

植
民
地
の
経
済
尊
軍
は
原
住
民
に
封
す
る
移
住
民
の
支
配
関
係
に
立
脚
す
る
の
で
あ
-
.
従
っ
て
指
導
者
階
親
に
壊
す
る
移
住
民
の

人
口
的
産
業
構
成
即
ち
彼
等
が
何
れ
の
産
糞
部
門
に
最
も
多
く
若
し
く
は
よ
-
多
-
従
事
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
土
は
'
如
何
な
る



産
業
部
門
に
依
っ

て植
民
地
の
経
済
襲
展
が
指
向
さ
れ
て
ゐ
る
か
む
表
示
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
思
ふ
｡
だ
か
ら
蘭
印
の
商
業
に
従

事
す
る
欧
米
人
及
び
華
僑
が
比
較
的
多
数
で
あ
る
と
い
ふ
事
茸
は
蘭
印
商
柴
の
重
要
性
が
決
し
て
小
で
な
い
こ
と
を
結
締
附
け
る
の

で
あ
り
'
そ
れ
と
共
に
多
数
の
原
住
民
に
依
っ
て
形
成
さ
れ
た
る
国
富
が
少
数
の
欧
米
人
及
び
支
那
人
の
商
業
利
潤
に
特
化
し
て
ゐ

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
｡

東
印
度
は
食
料
品
及
び
原
料
品
の
輸
出
国
と
し
て
世
界
的
に
蚕
室
で
あ
-
'
又
七
千
帯
人
口
の
消
費
財
と
'
経
済
開
費
に
要
す
る

生
産
財
を
供
給
す
る
篤
め
の
輸
入
国
と
し
て
も
閑
却
出
奔
な
い
の
で
あ
る
O
如
此
-
し
て
東
印
象
の
商
業
に
付
い
て
は
'
蒐
づ
貿
易

を
取
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
O
然
ら
ば
JJ
れ
等
の
商
品
が
如
何
な
か
機
構
に
伐

り､
如
何
な
る
過
程
の
下
に
配
給
せ
ら
れ
る

や

O
即
ち
貿
易
忙
は
輸
出
入
商
品
の
蘭
印
円
に
於
け
る
配
給
問
題
も
必
然
的
に
開
聯
す
る
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
と
共
に
圃
円
錐
薩
の

商
品
の
配
給
棟
牌
7-･Jn併
せ
LJ倉
持

rL
る
こ
と
が
便
宜
ご
あ
ら
う
O

前
述
の
如
-
'
生
産
物
の
大
部
分
が
輸
出
さ
れ
､
又
喜
要
な
る
生
産
財
の
殆
ん
ど
全
部
と
油
費
財
の
多
-
を
輸
入
す
る
図
に
於
で

は
先
づ
貿
易
部
門
の
配
給
機
構
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
t
と
の
配
給
械
横
は
直
接
貿
易
に
首
る
機
構
と
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
下

部
組
織
と
に
分
額
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
O
而
し
て
輸
出
と
輸
入
と
が
別
個
の
商
社
に
依
っ
て
経
営
さ
れ
る
と
き
に
は
､
こ

の
下
部
粗
澱
も
亦
輸
出
に
従
事
す
る
も
の
と
輸
入
を
経
営
す
る
も
の
に
分
離
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
下
部
細
線
が
愈
J(
末
端

に
進
む
に
従
払
'
輸
出
部
蘭
と
輸
入
部
面
と
は
結
合
し
て
行
く
0
こ
れ
は
企
柴
の
挺
皆
性
よ
り
見
て
嘗
然
で
あ
久

末
端
的
配
給
機

関
が
専
門
的
に
玲
出
商
品
又
は
輸
入
商
品
の
み
を
取
扱
う
て
は
'
利
潤
の
釦
よ
-
企
業
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
O
か
-
し
て
蘭

印
で
は
直
接
の
貿
易
に
付
い
て
は
大
鰹
輸
出
と
輸
入
に
付
き
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
商
社
が
生
成
覆
展
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
下
部
組

東
印
度
外
国
商
業
の
特
質

第
三
番

四
七

第

l
駅

四
七

､



東
印
度
外
囲
商
業
の
特
質

第
三
者

四
八

第

1
既

四
八

織
で
は
輸
出
と
輸
入
と
は
同

1
の
企
業
に
依
っ
て
経
営
さ
れ
て
ゐ
る
｡
望

見
す
る
に
'

華
僑
で
も

住
民

で
も
輸
出
向

生

産
物
を
集
荷

す
る
と
共
に
'
輸
入
商
品
の
取
引
に
嘗
る
の
で
あ
る
が
'
更
に
又
自
国
産
自
閉
泊
費
の
商
品
を
も
取
扱
ふ
の
で
あ
る
｡

第

二

節

外

囲

商

業

帯

一
桁
へ

鮮
ル

蘭
領
印
度
の
外
国
貿
易
統
計
に
掲
記
さ
れ
て
ゐ
る
外
圃
貿
易
は
特
殊
貿
易
に
屠
す
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
慣
範
は
弟

1
蓑
の
通
り

で
あ
-
､
毎
年
大
腰
数
億
ギ
ル
ダ
ー
の
出
超
を

不
し
て
ゐ
る
C
但
し
此
虞
に
注
意
す
べ
き
は
貿
易
統
計
に
相
記
さ
れ
た
る
輸
出
及
び

帝
人
の
倍
額
で
あ
る
.
蘭
印
に
於
て
は
関
税
徴
収
上
輸
出
及
び
輸
入
貨
物
の
許
慣
方
法
が
法
令
に
俵
-
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

が
'
貿
易
統
計
上
の
債
蔀
は
こ
の
評
債
に
基
い
て
計
上
さ
れ
て
ゐ
る
.
即
ち
輸
出
貨
物
の
慣
格
は
税
関
倉
庫
に
於
け
る
輸
出
直
前
の

償
格
即
ち
大
鰻
上
-
･
o

･b
債
格
で
あ
り
'
統
計
棟
､
輸
出
税
を
包
含
し
な
い
に
反
し
､
輸
入
債
物
の
横
棒
は
税
関
倉
庫
に
於
け
る

入
閲
直
前
の
慣
格
で
あ
-
'
従
っ

て
大
鰻
上
C

･･･
ニ
1
償
格
で
あ
る
"
而
し
て
数
年
前
迄
は
統
計
税
及
び
輸
出
税
は
右
に
依
る
商
品

慣
格
に
此
し
て
極
め
て
僅
少
で
あ
り
.
こ
れ
を
度
外
視
す
る
も
菅
際
上
は
差
支
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'

一
九
三
四
年
以
束
は
什
領

の
土
人
ゴ
ム
に
封
す
る
輸
出
税
'
次
い
で
は
又
全
輸
出
貨
物
に
封
す
る
特
別
輸
出
税
'
国
防
輸
出
税
の
放
課
が
あ
り
'
従
っ
て
-
･

〇

･b
保
件
の
輸
出
慣
格
に
伐
っ
て
算
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
統
計
上
の
倍
額
に
前
記
の
諸
税
額
を
加
ふ
る
方
が
よ
-

∬
確
な
る
輸
出
偶

親
を
求
め
得
る
で
あ
ら
う
｡

外
囲
貿
易
統
計
に
依
っ
て
蘭
印
の
輸
出
入
を
封
照
す
る
場
合
に
は
､
前
述
の
如
き
慣
額
上
の
不
調
和
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
.
か

L.J.vanderWaals,DelndlS｡helnvoerrecht･en,blェ:86.1)



淀

川
憎
外
は
商
業
の
特
質

第
三
奄

四
九

第

1
戯

四
九

-
T
る
不
調
和
は
多
-
の
園
の
貿
易
に
伴
な
う
の
で
あ
-
､
或
る
意
味
に
於
て
止
む
を
得
ざ
る
も
の
と
見
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
'
如
此

き
不
調
和
も
貿
易
の
趨
勢
を
把
撞
す
る
上
に
は
差
し
た
る
影
響
は
な
い
で
あ
ら
う
0
釣
っ
て
以
下
貿
易
統
計
を
そ
の
僚
資
料
と
し
て

1)

第 一 表 徴巨｢;の輸出入慣恕斗l) 単位 官 需 ギル ダー

一九一三年

一九一四年

一九-五年

一九一六年

一九一七年

一九一八年

一九一九年

-jL=0*

-九二一年

一九二二年

一九二三年

一九二四年

一九二五年

一九二六年

一九二七年

一九二八年

一九二九年

一九三〇年

一九三一年

一九三二年

一九三三年

一九三四年

一九三五年

一九三六年

一九三七年

一九三八年

一九三九年
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賂他の諸表の鰍 ′i人慣臥 卜 一致しないのは下記の詔項目を含Lp̂B
めである｡.

輔 旗客貨物,船舶託三宝品 船舶用品,地金鉄.金銀貨及び一九三
一年以降は小包郵便tこて輸出 されナ:金 を含むo

柳井ゴム輪出棺を含 rj⊂I
鞘耕'金輸出規を含Jj･U
蛸BB鵜.族客貨物,小泊郵便軌 地金鉱及び金鉱貨 を含む.

statistisch Zakboekje1.:0･D'NederlaTldschlndie 1940 及び IndlSCh
Verslag,1940 よb作成C



東
印
度
外
囲
商
業
の
特
質

第
三
番

五
〇

第

l
戟

五
〇

行
論
を
進
め
よ
う
｡

蘭
印
は
大
隈
上
毎
年
数
億
ギ
ル
ダ
ー
の
出
超
を

不
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
貿
易
は
蘭
印
経
緯
の
詮
展
に
よ
-
堅

止
っ
て

や
る
0
年
面
よ
り
謂
は
ゞ
､
蘭
印
の
貿
易
は
輸
出
を
壬
と
し
.
JJ
の
輸
出
額
の
範
囲
内
に
放
て
輸
入
す
る
の
み
な
ら
ず
F
こ
の
輸
出

超
過
杖
貿
易
外
板
先
決
肺
の

源

泉
LJ
な

-
､
JiJ
れ
しふ
-
進
軍

保
険
料
'
利
こ㌧

旗
金
等
が
ま
悌
は
れ
'
叉
外
聞
賓
漆
の
返
蹄
若
し

-
は
海
外

へ
の
融
資
が
行
は

れ
る
_
｡

か
-
し
て
蘭
即
の
外
囲
貿
易
は
輸
出
高
と
輸
入
高
と
が
大
績
上
歩
調
を

1
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
こ
の
傾
向
は

1
九
三
〇
年

の
世
界
恐
慌
以
爽

1
屠
蘇
著
と
な
っ
た
o
元
来
蘭
印
の
主
要
生
産
物
は
海
外
に
輸
出
し
.
こ
の
輸
出
に
債
っ
て
蘭
即
経
済
が
聾
展
し

滞
っ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
半
面
如
此
き
世
界
経
済

へ
の
依
存
性
は
世
至

芸

の
変
動
を
鋭
敏
に
感
受
せ
し
む
る
と
共
に
､
輸
出
の

盛
衰
が
輸
入
の
精
兵
を
制
約
す
る
の
で
あ
る
｡
琴
盲
す
れ
ば
､
輸
出
が
増
大
す
る
と
き
は
'

1
般
購
買
力
を
張
め
て
'
輸
入
が
盛
ん

と
な
-
'
輸
出
が
不
振
な
る
と
き
は
'
輸
入
も
亦
衰
退
す
る
.
か
1

る
蘭
印
輸
出
入
の
同

1
歩
調
性
は
第

1
圏
に
依

っ
て
覚
知
し
得

る
で
あ
ら
う
.

蘭
印
の
貿
易
は
輸
出
入
と
も
玉
顔
の
数
量
､
金
額
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
を
取
扱
ふ
も
の
は
主
と
し
て
何
れ
の
国
籍
に
展

す
る
の
で
あ
る
か
｡
宕
し
こ
の
貿
易
が
蘭
印
若
し
-
は
和
蘭
以
外
の
者
に
伐
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
き
は
､
貿
易
利
潤
が
外
国
人
に
鐸

展
す
る
こ
と
1
な
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
鮎
は
L7
く
招
き
'
簡
印
の
貿
易
'
従
っ
て
又
生
産
は
外
聞
又
は
外
国
人
の
利
爺
の
薦
め
に

指
向
さ
れ
る
こ
と
1
な
る
で
あ
ら
う
.
こ
の
鮎
は
従
前
よ
-
和
蘭
及
び
蘭
印
首
局
の
肇
慮
せ
る
所
で
あ
-
､

i
例
を
皐
ぐ
れ
ば
'
前

大
戦
直
後
和
蘭
の
領
事
ベ
ン
デ
ィ
ー
ン
-B
endleTl
は
簡
印
憂
砂
粋
の
輸
出
に
閃
し
英
領
印
慶
又
び
日
本
に
於
け
る
在
任
中
の
調
査
に
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年
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三
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九
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一
九
三
五
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一
九
三
四
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1
九
三
三
年

一
九
三
二
年

一
九
≡
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年

1
九
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C
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束
印
度
外
国
商
業
の
特
質

基
い
て
慨
嘆
し
て
日
つ
た
O

｢
青

々
は
砂

糖

の
債

格
の
騰
貴
に
陪
惑
さ
れ

て
次
ぎ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
書
々
の
植
民
地
に
於
け
る
砂
糖

の
輸
出
が
殆
ん
ど
全
部
外
囲
人

(非
和
開
商
社
)
の
手
に
伐
っ
て
行
ほ
れ
て

ゐ
る
こ
と
は
如
何
に
恥
づ
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
｡
書
々

は
'
砂
糖
の
販
薫

の
永
績
性
を
確
保
す
る
蹄
業
組
織
沌
有
た
す
､
香
今
日
の
販
茸
地
域
の
柴

草
に
閲
し
情
報
を
興

へ
て
呉
れ
る
商
業
紳
織
す
ら
有
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ

る
｣
と
｡
文
茶
の
輸
出
は
殆
ん
ど
英
人
商
社
の
猫
占
に
蘭
し
て
ゐ
た
の
で

あ
る
が
'
そ
の
外
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
最
近
道
外
預
特
に
ス
マ
ト
ラ
'
ポ
心

､ト
ナ
コ
比丘知
り
.｣/]経
た
LB
CJ
,Al一
つ
e
TTT
LB
L
l.
.払

人

＼由
利林

j‥J
,till
.
ノ
こ
=
1･J

tLItL
l

､ノ
LTりh

R

:

7
､

7
丈
へノ
L
I
r1
.)
0
1hTJL
]r
JLM
J
L
]
(,l
r
I
r
)
ん＼
事大
･,..
レ
L.･

些
T
tb:l搾
U

P
す旬
月
h竹光
ノ1
｢
PtS
-ノ｡

rEq
レ〓
一J
帝
1ノ
わい
ヰJ
L
｢
..可
.7Tq
･抗い
t

lrt
ド

秦
.
僻
即
の
商
社
か
'
蘭
印
の
代
理
店
を
通
じ
て
輸
入
し
て
ゐ
る
の
で
あ

ち
.簡

即
の
経
折
敦
展
と
共
に
蘭
印
貿
易
の
自
立
性
'
郎
ち
貿
易
の
商
社
を

和
蘭
又
は
蘭
印
商
社
の
手
に
回
収
せ
ん
と
す
る
傾
向
は
次
第
に
好
守
と
な

-
'
邦
人
輸
入
商
の
如
き
は
最
大
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
'
備
多

八
を
牌
衆
に
期
待
せ
ね
ば
な
tel.な
か
っ
た

第
三
巷

五

一

第

一
就

五

一

1) StatistlSChZakbaekjevoor]■､寸軒d∈･rlar)dschlndle,L940,blz.70.
2) J.G.Bendien,AchtungvorLdeNederlandschenHandel,PIzl31･

㌦′
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東
印
度
外
聞
商
業

の特
質

第
三
番

五
二

第

一
班

五
二

JJ
の
軒
に
閃
聯
し
て
更
に
吟
味
す
べ
き
重
大
な
る
問
題
が
あ
る
.
そ
れ
は
貿
易
商
品
を
運
搬
す
る
船
舶
の
国
籍
で
あ
る
｡
聞
知
の

如
く

誓
っ
て
和
蘭
は
海
道
界
に
於
て
偉
i(
な
る
足
跡
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
'
和
蘭
の
裏
道
と
共
に
卸
間
の
海
道
柴
も
昔
日
の
勢

力

を

和
仏
'
こ
れ
が
篤
め
に
､
東
印
鑑
の
貿
易
を
卸
蘭
又
は
蘭
即
の
船
舶
の
み
に
依
っ
て
弼
占
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
.iJ
あ

-
'
姫

い
て
は
拭

.5

斑
の
照

劫

'
聖

瀧
に
封
す
る
卸
潮
見
は
蘭
即
の
役
割

にも
㌢
緋
,i-J及
ぼ
し
た
･L.
-iu
が
山
く
な
い
け
例

へ
ば
煎
印

変
n

.

鳩

F
P
調

廷

t
J

甘

ハ

て

相

宿

鼓

し,+
り
コ
-

ニ
ン
ク
レ
イ
ケ
･J不
-
デ
ル
ラ
ン
ド
百
鳩
斧
吐

Z(onir)k
l】jke
N
ed
er
tandsch
e
M
]jJ
o
t

E

xptoitatie
van
P
etroTeum
･bron
r.
en
ln
N
ed
･･I
n
d
lg

と
英
国
資
本
の
蘭
領
LLIE1度
商
工
業
唐

紅

N

eder)andmch･f
n
d

.Sche
Tndust･

rle
en
fTa
n
d
｡t
M
ij
･

と
が
競
率
し
た
の
で
あ
る
が
､

和
蘭
骨
社
は
石
油
の
遥
遠
船
を
有
た
な
か
つ
た
が
璃
め
に
折
角
抹
戎
せ
る
石

滴
を
競
宰
相
手
の
同
系
た
る
シ
ェ
ル
運
輸
貿
易
食
紅

S
hett
T
ransp.rt
and
T
rad
lng
C
.
･

の
胎
に
依

っ
て
運
搬
せ
ね
ぼ
な
ら
す
'

恰
も
競
零
相
手
に
喉
首
を
お
き
へ
ら
れ
る
感
が
あ
り
'
こ
れ
が
原
因
と
な
-
て
病
者
の

合
同
を
招
爽
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
.

今
'
和
蘭
及
び
蘭
印
の
船
舶
が
東
印
度
の
貿
易
に
封
し
如
何
な
る
地
位
を
占
む
る
や
を
明
に
せ
ん
が
弱
め
に
'
最
近
に
於
い
て
束

印
度

に
山
人
せ
る
定
期
航
路
船

l.
皆
を
第
二
表
に
掲
げ
よ
,ち

尤
も
JJ
の
案
に
は
蘭
印
の
偉
大
汽
柵
骨
社
た
る
カ
ー

･
ピ
ー

･
エ
ム

K
･p
･M
の
･マ
レ
1
年
島
'
英
領
印
度
航
路
を
除
い
て
ゐ
J
の
で
あ
る
が
､
そ
の
郡
は
兎
も
角
と
し
て
･
東
印
度
の
貿
易
に
付
い
て

は
定
期
航
路
の
抑
舶
の
み
な
ら
ず
'
不
定
期
の
貨
物
船
と
多
数
の
ジ
ャ
ン
ク
が
貨
物
の
輸
遠
に
昔
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
'
而
し
て
ジ
ャ

ン
ク
造
速
は
支
那
人
及
び
住
民
が
経
営
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
右
の
表
の
み
に
依
っ
て
は
､
貿
易
と
遇
輪
と
の
閥
聯
忙
於
け
る

外
国
商
社
の
支
配
関
係
を
解
明
し
志
さ
な
い
の
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
を
不
時
す
る

t
の
指
標
た
る
に
は
相
違
な
い
と
恩
ふ
｡

右
の
表
に
伐
れ
ば
'
蘭
即
に
出
入
す
る
定
期
船
二
五
四
凄

絶
噸
教

l
t
五
三
七
､
九
二
八
噸
中
へ
卸
蘭

(郎
別
を
含
む
)
の
国
籍
を



■ ･ ■

第 二 襲 閲 印に出入 す る圃罰紺rJ定期 舟即 )

絶境数F等晃,l謂全髄に封する割合%

二しこ.:1 5;:≡;

Hり

｡
.

ノー ル ウェイ

合 計F;254
和蘭及び蔚印国許′,

九
･
九
五
%
を
lP
む
.

又
汽
喝

有
す

る

も
の

は
八

一
宴
'

五
九
九
㌧
八
六
〇
噂
で
あ
-
､

仝
鰹
に
封
す
る
割
合

は
室
数

三

l
八

九

%
.

噸
数
二
五

･
〇
〇
%
で
あ
る
が
'

英
国
舵
は

一
三
入

室
'
絶
噸
敦
七
四
五
三

三
三
噸
で
あ
-
､
仝
憶
に
封
す
る
割
合
は
宴
教
五
甲

三
三
R
.

噸
数
四
八
.四
六
%
と
な
り
'

和
蘭
幽
粁
船
よ
-
も
遥
か
に
大
で
あ

る
｡蘭

印
に
出
入
す
る
船
舶
に
関
し
て
は
蘭
印
統
計
年
鑑
朗
禍
の
統
計
が
あ
-
I

･
或
は
此
の
方
が
よ
-
有
力
な
る
資
料
と
思
は
れ
る
O
と
の
統
計
は
蘭
即
外
開
聞

･nLJ抗
行
す
る
汽
SEL11
モ
ー
タ
ー
胎
の
叶
い
帆
胎
.
絹
物
階
辞

び
蓮
陪
臣
も
但
合

こ
れ
を
簡
潔
に
す
れ
ば
第
三
表
の
通
-
と
な
る
｡

右
の
表
に
依
り
'

l
九
三
九
年
の
囲
特
別
を
見
る
に
'
全
紙
舶
数
及
び
茸
帝

噸
教
に
於
て
は

(B
衷
)
蘭
印
及
び
和
蘭
の
合
計
は
船
舶
数
二
六
･三
三
%
'
登

簿
噸
教
四
七
･
八
｣ハ
%
で
あ
-
F
英
国
は
船
舶
教
室

ハ
･
七
〇
%
7
筆

筒
噸
数
二

モ
ー
タ
ー
胎
の
船
舶
数
及
び
登
簿
噸
教
に
於
て
は
(C
衰
).
蘭
印
及
び
卸
蘭

の
合
計
は
瀧
舶
警

一

三

･〇
四
%
'
登
簿
噸
敦
四
八
･四
五
%
で
あ
-
､
英
国
は
船
舶
数
五
六
二

二
%
､
登
簿
噸
敦
｣
克

･
六
三
%
を
占
む
｡

某
汽
船
骨
社
の
調
査
と
蘭
印
統
計
年
鑑
摘
記
の
資
料
の
間
に
は
相
昔
の
相
違
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
'
結
舶
教
に
於
て
は
雨
賛
料

1) この裏は某 日木汽船骨証の調査 に.基いT作成 しT:a

束
ulEl度
外
圃
商
業
の
特
質

第

三
番

五

三

第

一
新

五

三
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東
印
度
外
国
商
業
の
特
質

第
三
撃

五
六

第
｣
鍍

五
大

と
も
ほ

額ゞ
似
の
数
字
を
示
し
､
然
か
も
英
園
糖
が
断
然
和
蘭
糖
の
上
に
出
て
ゐ
る
｡

そ
の
鮎
は
男
も
角
と
し
て
'
蘭

印
の
外
国
貿

易
に
封

し
闇
LuE=
及
び
和
蘭
船
舶
の
支
配
力
は
五
〇
%
以
下
な
る
こ
と
は
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

第
二
教

鞭

ji

東
印
度
の
輸
出
貨
物
は
主
と
し
て
柴
林
産
物
で
あ
り
'
銅
庶
物
jJ
れ
に
次
ぎ
'
工
業
製
品
は
極
め
て
僅
少
で
あ
る
C
後
弗
界
七
寮

は
輸
出
貨
物
を
農
林
産
物
､錬
産
物
'そ
の
他
の
産
物
に
分
ち
､
各
々

の
倍
額
の
割
合
を

茄
す
の
で
あ
る
｡
摘
ま
た
右
の
事
章
よ
-
貰

印
度
の
輸
出
の
殆
ん
ど
全
部
が
原
料
品
及
び
食
料
品
よ
-
成
り
'
製
品
の
占
む
る
割
合
が
僅
少
な
る
こ
と
を
推
知
し
得
る
の
で
あ
る

が

t
と
の
鮎
に
付
い
て
は
後
に
詳
述
し
た
い
.

蘭
印
の
輸
出
は
世
界
各
地
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
前
述
の
如
-
輸
出
貨
物
の
殆
ん
ど
全
部
が
原
料
品
'
食
料
品
で
あ
る
こ

と
よ
-
し
て
.
仕
向
先
は
主
と
し
て
エ
米
国
で
あ
-
､
叉
取
出
が
工
業
の
変
速
せ
る
欧
洲
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
封
し
て
盛
ん
で

あ
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
っ
後
禍
の
第
十
表
は
東
印
度
の
仕
向
先
別
輸
出
額
を

不
す
の
で
あ
っ
て
'
自

l
九
三
二
年
雪

二
九
年

八
箇
年
間
に
於
て
蘭
印
全
輸
出
串
に
封
す
る
割
合
は
歓
洲
が
二
八
･
二
五

%
-
四
二

･〇
五
%
'

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が

二

･四
二
%

-

1
九
･六
九
%
で
あ
り
.
雨
着
を
合
す
れ
ば
､

杢
輸
出
額
の
四
八
･
C)四
sQl
-
五
六
･些

l%
と
な
る
｡

伺
JJ
の
仕
向
克
則
の
輸
出

に
付
い
て
も
後
に
再
び
梱
れ
る
で
あ
ら
う
｡

蘭
印
の
輸
出
ば
輸
出
商
が
取
扱
ふ
の
で
あ
る
が
'
輸
出
商
晶
の
穫
額
が
甚
だ
多
き
が
鴛
め
に
'

1
輸
出
商
が
凡
て
の
在
野
の
輸
出

商
品
を
取
扱
ふ
と
と
は
事
賓
上
困
難
で
あ
-
､
従
っ
て
輸
出
商
の
専
業
化
が
或
る
程
度
敢
達
し
て
ゐ
る
.
佃
輸
出
商
中
に
は
輸
入
を
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吏
印
度
外
国
商
業
の
特
質

カ
ッ
シ

ア

･フ
ィ
ス
ト

ゥ
ラ

第
三
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五

八

第

一
班

五
八

常
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康

¶
りノ

ロ

ガ
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拷

(
住
民
経

皆
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罪
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読
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東
印
度
外
国
商
業
の
特
質

条
皆
す
る
も
の
が
相
常
多
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
｡

第
三
番

六
〇

第

1
既

六
〇

第
四
表
は
取
救
商
品
別
に
依
る
輸
出
商
社
の
教
を
端
げ
た
の
で
あ
り
F
そ
の
多
-
は
教
程
の
商
品
を
東
銀
ふ
の
で
は
あ
る
が
'
こ

れ
に
伐

り
輸
出
商
海
業
化
の
得
度
i,LJ
1
腔
覚
知
し
得
る
で
め
ら
う
O

.康
1
-J.壱
｢祁丁
-
1
-
)
ル†
/t
,̀
･ノ-
I.r
､J
,･
ノノ
ノ
t
-

ク
ルit
Rβ
｢
d
J/く

下層
E
♂
一庄
串
トト
､ヨ
∠
し
て
)jti
夕
托
姦
川H
TU
Lg

h囲
既
7t
出
〃
(

の
依
存
性
が
大
で
あ
る
｡
年
簡
世
界
紫
蘇
の
難
勤
に
さ
ら
5.uLれ
る
と
共
に
'
外
国
南
新
に
倣
っ
て
取
出
の
制
約
を
受
-
る
可
能
性
が

大
で
あ
る
O
か
1
る
事
情
の
下
に
蘭
即
側
と
し
て
は
'
輸
出
商
社
を
統
制
し
蘭
印
た
不
利
益
な
る
競
零
を
排
除
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
の
で
あ
り
､
シ
ン
グ
ル
セ
ラ
ー
は
か
1
る
要
請
下
に
は
生
成
費
展
し
た
と
息
ふ
.

シ
ツ
グ
ル
セ
ラ
ー
は
特
定
商
品
に
付
い
て
生
産
業
者
又
は
輸
出
業
者
の
大
部
を
加
入
者
と
し
て
結
成
せ
ら
れ
た
る
カ
ル
テ
ル
の
共

同
輸
出
機
関
で
あ
･sJ

キ
ナ
'
砂
糖
'

コ
プ
ラ
等
に
付
い
て
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
ゴ
ム
に
付
い
て
も
昨
年
同
株
の
機
構
が

生
成
し
た
と
侍

へ
ら
れ
て
ゐ
る
C

殊
に
砂
糖
の
シ
ン
グ
ル
セ
ラ
I
は
通
常

LI
パ
ス
N
iv
aS
と
呼
ば
れ
'

ジ
ャ
バ
糖
の
輸
出
に
閲
し
従

来
絶
大
な
る
役
割
を
演
じ
て
ゐ
た
る
英
観
の
勢
力
を
駆
逐
し
､
嘱
占
的
稚
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
｡

第
三
款

輸

蘭
印
が
需
要
す
る
消
費
財
及
び
生
産
財
の
中
'
完
製
品
は
そ
の
大
部
が
輸
入
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
.
而
し
て
和
蘭
本
則
は
自
閉
産

商
品
を
可
及
的
に
輸
入
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
､
蘭
LllE=首
局
と
し
て
は
蘭
LJl口
の
惰
聾
者
の
利
益
を
も
考
慮
せ
ね
ぼ
な
ら
す
'

従
っ
て
本
圃
商
品
に
対
し
て
特
憲
踊
税
を
認
む
る
場
合
で
も
､
慣
格
の
高
い
本
圃
商
品
を
無
制
限
に
輸
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い



l

l
.
.
1

1

7

･-

-
･
･
･
･

･
,
I

の
で
あ
る
｡

蘭
印
は
元
来
原
料
品
及
び
食
料
品
を
輸
出
し
'
製
品
を
輸
入
せ
る
を
以
て
'
関
税
に
伐
っ
て
国
内
産
業
を
保
護
す
る
必
要
は
大
で

な
-
'
た
ゞ
和
蘭
本
国
の
製
品
に
封
し
.
特
恵
的
取
扱
を
な
し
来
っ
た
の
で
あ
る
.
然
る
に
'
十
九
世
紀
の
第
二
四
年
期
以
奔
'
自

由
貿
易
主
義
を
採
用
し
'

1
八
二
四
年
和
蘭
は
英
国
と
の
闇
に
ロ
ン
ド
ン
僕
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
依
れ
ば
'
英
国

商
品
は
封
蘭
印
の
輸
入
に
付
き
和
蘭
商
品
に
封
す
る
税
務
の
二
倍
以
上
の
視
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
潅
-
'
又
和
蘭
商
品
が
無
税
な
る

場
合
に
は
英
国
商
品
に
封
す
る
税
率
は
徒
債
六
%

以
下
な
る
こ
と
懲
要
す
る
旨
規
定
せ
ら
れ
た
C
攻
い
で

l
八
七
二
年
'
英
開
聞
に

ス
マ
ト
ラ
催
約
が
締
結
さ
れ
.

,(
マ
ト
ラ
の

1
定
地
域
に
輸
入
せ
ら
れ
る
英
国
商
品
は
和
蘭
商
品
と
同

lL
の
取
扱
を
莞
く
る
こ
と
･̂

♭ふ
/ノJLu
.

茄
,C3:三
僻
約
に
成
り
..
共
ja
L商
品
･V
の
閉
脚
に
禦

｣
は
..
洲
蘭
商
品
の
簡
印
愉
<
忙
脚

㌻
ヤrv障
穀
的
取
艶
だ
著
し
く
耗
粒
･lL
れ
な

る
の
み
な
ら
ず
'
卸
蘭
が
他
国
に
認
め
た
る
最
遠
国
保
款
に
依
っ
て
-'
こ
れ
等
の
国
の
商
品
も
英
圃
商
品
の
享
-
る
利
茶
に
均
窟
す

る
こ
と
1
な
-
'
結
局
に
於
で
和
蘭
商
品
の
蘭
即
輸
入
に
関
す
る
特
意
的
取
故
は
､
少
-
と
も
関
税
に
関
す
る
隈
-
忙
於
て
は
殆
ん

ど
葦
教
を
有
た
ぎ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
'

l
八
七
二
年
十

1
月
十
七
日
の

｢
蘭
領
印
慶

二
於
ケ
nj･,
輸
出
'
輸
入
及
ビ
通
債
貿
易

ノ
虐
率
港
｣
は
卸
蘭
本
国
に
封
す
る
従
来
の
特
恵
税
制
変
を
廃
止
し
た
｡

I

如
此
き
蘭
印
の
自
由
貿
易
主
義
も
国
際
情
勢
の
襲
化
と
共
に
韓
襖
を
飴
儀
な
-
す
る
に
至
っ
た
｡
而
し
て
韓
換
の
目
標
は
第

1
に

は
和
蘭
本
圃
と
の
関
係
を
よ
-
緊
密
に
す
る
が
薦
め
に
､
和
蘭
商
品
を

優
遇
し
.
第
二
に
は
蘭
印
鹿
妻
を
保
護
す
る
に
布
し
'
第
三

に
は
蘭
印
に
封
す
る
外
囲
商
品
の
輸
入
を
防
過
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
｡
琴

二
の
鮎
は
第
二
の
鮎
に
も
閲
聯
す
る
の
で
あ
る
が
'
そ

東
印
碇
外
国
商
業
の
特
質

第

三
魯

六

1

第

1
舵

六

1



東
印
度
外
国
商
業
の
革
質

第
三
番

六
二

第

一
郎

六
二

の
狙
仏
は
'

1
九
三

〇
年
以
来
の
世
界
恐
慌
に
因
-
'
第
三
国
商
品
が
蘭
即
に
殺
到
し
､

文

中
に
は
篤
替
安
を
利
用

し
て
蘭
印
市
場

を
猫
占
せ
ん
と
す
る
贋
が
多
分
に
あ
つ
た
か
ら
'
こ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
.

こ
け
等
E)
参
宮
O
下
tJ
執
印
堅
向
丘
憂
々
娼
晩
定
率
綾
の
改
正
を
行
払
'
更
忙
叉

.t
九
三
三
年
九
月
に
は
非
常
時
取
入
制
限
令
及

tu.脂
上
市
春
満
11
訓
R
Jn
㌢
叩鶴
tT

ノ
､
.Q.TPL.弘
澗
陰
り
早
受
L
L
J
♭
｣
D
P
lb
る
141'
寺
lJ
niLl･哲
等
蔽
.へ
山川
県
人甘
C
risisiTi..rC!erO,l･･dctririarltie

は
輸
入
統
制
に
閲
し
.
緒
潜
に
強
大
な
る
梓
限
計J斌
興
し
F
特
定
の
商
品
に
封
し
て
は
T
帽
Jr
の
軍
令
に
定
む
べ
き
慣
繰
双
は
数
患

以
上
の
輸
入
は

1
時
こ
れ
を
禁

止
し
得
る
旨
を
定
め
た
O
而
し
て
と
の
命
令
に
基
き
'

セ
メ
ン
ト
'
ピ

ー
ル

'
サ

p･ン
'
晒
綿
布
等

多
-
の
商
品
の
輸
入
が
制
限
さ
れ
'
所
謂
輸
入
割
官
制
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
等
個
々

の
商
品

に
封

し
て
は

そ
の
後
特

別
の
斡
入
金

Hn
v
oerordonnant)e
が
制
定
さ
れ
た
｡

こ
れ
と
共
に
輸
入
ヲ
イ
セ
ン
ス
制

【nvo
e
rlicfnteer
u
n
g･ordonnarltie
を
設

け
'
職
人
業
者
は
特
定
商
品
に
付
い
て
は
政
府
の
許
可
を
得
る
丘
要
し
'
又
許
可
を
受
け
た
る
数
量
に
限
り
輸
入
し
得
る
こ
と
1
な

っ
た
の
で
あ
る
.
更
に
又

l
九
三
六
年
五
月
'
蘭
慣
印
度
通
商
報
復
法
を
制
定
し
'
蘭
領
LuE=
慶
と
通
商
催
約
を
締
結
せ
ざ
る
外
国
'

蘭
領
印
度
に
封
し
第
三
閥
に
此
し
て
不
利
な
る
待
遇
を
な
し
叉
は
蘭
領
uIE:
慶
の
生
存
に
関
す
る
重
大
利
益
に
反
す
る
が
如
き
取
扱
を

な
す
も
の
と
認
め
た
る
国
に
劃
し
て
は
､
右
外
観
む
原
産
稚
又
は
仕
出
地
と
す
る
貨
物
中
ー
特
に
指
定
す
る
も
の
に
付
き

(
イ
)
右

指
定
貨
物
の
輸
入
を
仝
-
禁
止
し
､

叉
は

一
定
の
債
格
'

数
量
若
し
く
は
重
量
以
上
の
輸
入
の
禁
止
'
(
ロ
)
特
別
輸
入
税
の
既
課

を
な
し
得
る
こ
と
1
し
た
の
で
あ
る
｡

前
述
の
諸
法
命
に
伐
っ
て
蘭
印
政
府
は
輸
入
制
限
を
な
し
'
従
っ
て
此
虞
に
保
護
貿
易
主
義

へ
の
特
損
が
看
取
し
得
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
､
蘭
印
政
府
は
輸
入
剛
限
方
策
の
中
核
を
輸
入
割
営
利
に
置
い
た
の
で
あ
る
.
通
常
輸
入
制
限
は
関
税
障
壁
に
庇

っ
て
行
ふ



灘

漂

晋
嘗

諸

多
い
の
で
あ
る
が
,
蘭
印
は
㌢

蓋

蘭
間
の
通
商
僕
約
の
拘
束
葦

毒

に
は
勿
静
､
他
の
園
に
勤
し
重

森
国
債
款
の
適
用
を
受
く
る
場
合
に
は
'
関
税
障
壁
主
局
む
る
こ
と
は
甑
難
で
あ
る
O
尤
も
蘭
即
の
輸
入
貨
物
は
財
務
長
官
が
毎
四

年

期
に
決
定
す
る
偶
格
麦

(射
撃
雷
LEは
関
税
区
域
に
所
在
す
る
商
工
骨
議
席
に
諮
問
の
上
席
撃
取
を
決
定
す
る
)
に
伐
っ
て
課
税
慣
格
が
定

ま
-
.
輸
入
税
を
斌
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
輸
入
税
率
を
壁
更
せ
ず
と
も
課
税
慣
格
の
決
定
に
依
っ
て
輸
入
税
率
の
変
更
と

同

1
の
結
果
を
蘭
ら
し
得
る
の
み
な
ら
ず
'
特
定
国
の
商
品
に
封
し
て
は
'
若
し
和
蘭
よ
-
同

1
の
商
品
を
輸
入
す
る
こ

と
な
き
と

き
は
'
右
の
債
略
表
に
依
-
て
禁
止
的
輸
入
税
を
賦
課
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
.
そ
の
鮎
は
兎
も
角
と
し
て
蘭
印
政
府
は
通
商
障

壁
と
し
て
閲
硯
よ
-
も
輸
入
割
官
制
に
重
鮎
を
置
い
た
｡

か
-
し
て
蘭
印
政
府
は
輸
入
割
富
制
に
伴
っ
て
希

i
K
は
卸
蘭
商
品
を
傍
過
し
Ⅶ
準

正

は
蘭
即
生
産
物
の
輸
出
む
僻
淡
す
る
Jqiqirk

め
に
諸
陶
と
の
間
に
甘J
蒲
的
取
極
め
hLJlな
し
.
蘭
印
度
噛
品
の
憶
,<
海
が
多
き
園
に
喝
し
て
は
儒
即
も
亦
i<
な
芝山轍
ス
寄
濯
童
を
罰

容
し
た
の
で
あ
る
｡

非
常
時
輸
入
制
限
令
ぼ
輸
入
割
官
制
の
外
'
輸
入
ラ
イ
セ
ン
ス
制
を
内
容
と
す
る
こ
と
前
述
の
通
-
で
あ
る
が
'
後
者
は
輸
入
商

の
存
立
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
勿
論
､
夏
に
輸
入
割
営
利
の
併
有
に
依
っ
て
特
定
国
よ
-
の
輸
入
を

1
骨
抑
墜
す
る
役

′

割
を
有
つ
の
で
あ
る
.
例

へ
ぼ

1
九
三
四
年
'
綿
布
に
付
い
て
は
輸
入
許
可
数
量
が
定
め
ら
れ
る
と
共
に
'
輸
入
ラ
イ
セ
ン
ス
制
に

依
-
邦
人
輸
入
商
の
取
扱
数
量
は
大
腰
輸
入
許
可
数
量
の
二
五
%
と
定
め
ら
れ
た
が
薦
め
に
.
日
本
製
綿
布
の
輸
入
高
も
と
れ
忙
依

っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
少
-
な
か
つ
た
と
息
ふ
｡

そ
の
鮎
は
兎
も
角
と
し
て
輸
入
ラ
ー

セ
ン
ス
制
は
古
く
か
ら
の
輸
入
商
を
保
護
し
~
新
規
の
輸
入
商
を
抑
墜
す
る
教
具
を
有
つ
の

東
印
度
外
囲
商
巣
の
特
質

第

111巻

六

三

第

1
既

六

三



東
印
度
外
囲
商
業
の
特
質

第
三
番

六
四

第

1
舵

六
四

で
あ
る
が
､
そ
れ
以
上
に
和
蘭
弄
輸
入
商
の
襲
展
に
役
立
つ
こ
と
が
大
で
あ
-
'
又
も
と
も
JJ
輸
入
ラ
イ
セ
ン
ス
制
の
狙
ひ
節
も
和

蘭
商
社
の
保
護
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
の
だ
｡
従
っ
て
多
-
の
商
品
に
付
き
蘭
印
の
輸
入
が
事
章
上
和
蘭
商
社
の
支
配
下
に
蚤
す
る
に

･n･1I
JL-
J'J
I
I
J,̂
､

Hll
/
一六
仁
て
謹
プ
0カ

N
tS
柑
盛
til帝
大
b
l菜
箸
を
繋
げ
放
る
も
の
は
石
儲
日
ネ
商
河
で
凌
/ノた
ー

取
入
の
大
部
分
が
料
簡
商
社
に
安
牛
す
る
締
取
.5
卸
蘭
緑
T<
商
の
間
に
満
城
商
品
に
関
す
る
専
業
化
の
行
は
れ
る
こ
と
ゝ
な
る
.
-

従
前
は
卸
蘭
商
融
は

i
殻
商
品
の
輸
入
に
従
事
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
'
漸
次
綿
布
､
綿
製
雑
貨
'
陶
器
.
金
展
製
品
.
機
械
類
等

々
専
ら
叉
は
主
と
し
て
取
扱
ふ
商
品
の
分
野
が
確
立
L
t
蘭
印
五
大
商
社
も
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
分
野
を
有
つ
に
至
っ
た
｡
例
へ
ば
ポ

ル
ス
ミ

130
lneO
Sum
atla
lian
d
et
M
ij･
は
綿
布
､
綿
製
雑
貨
.
リ

ン
ド
テ
べ
ス

lJ
nd
etevcs･S
fo12
S
は
機
械
'
金
属
品
､
セ

メ

ン
ト
等
生
産
財
を
取
扱
ふ
の
で
あ
る
o
他
方
に
於
て
輸
入
商
の
専
門
化
は
必
ず
し
も
和
蘭
商
社
の
間
に
於
て
の
み
な
ら
ず
'
英
'

米

日
等
の
輸
入
商
に
付
い
て
も
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
.
こ
れ
は
輸
入
が
盛
ん
と
な
-
､
文
輸
入
業
者
の
売
草
の
激
烈
な
る
こ
と
に
も

塞
-
と
恩
ふ
.
夏
に
ま
た
多
-
の
大
輸
入
商
は
'
例

へ
ば
自
動
車
'
電
束
冷
蔵
庫
t
等
音
域
等
に
付
き
外
囲
製
造
業
者
の
1
手
堅
冥

店
と
な
-
'
狗
占
的
地
位
を
有
っ
て
ゐ
る
｡
佃
参
考
の
薦
め
取
扱
商
品
別
に
任
る
輸
入
商
社
敦
を
賃
五
表
に
柏
げ
た
｡

輸
入
が
和
闇
商
社
に
集
中
す
る
鮎
は
姑
-
措
き
'
蘭
印
の
輸
入
が
増
大
す
る
に
従
ひ
､
取
引
方
法
従
っ
て
輸
入
機
構
も
轡
化
す
る

に
至
っ
た
｡
経
木
和
蘭
本
圃
に
於
て
は
も
と
よ
-
'
他
国
の
製
造
食
紅
､
輸
出
商
が
そ
の
製
品
を
蘭
印
に
輸
出
す
る
場
合
に
は
'
蘭

即
の
代
理
店
を
通
じ
て
委
託
販
茸
を
な
す
も
の
が
少
-
な
か
っ
た
.
従
っ
て
そ
の
隈
-
忙
於
て
は
､
蘭
即
の
拘
費
者
､
又
特
に
住
民

の
時
好
等
が
比
較
的
閑
却
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
､
蘭
印
経
済
の
襲
展
に
碓
ひ
.I'
又
特
に
住
民
讐

月
力
の
増
大
に
鷹
じ
'
輸
入
商

は
自
己
の
危
険
に
於
て
直
接
輸
出
園
に
注
文
を
出
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
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物 絹

LLこ!I-Llこ

道 で

勤 相 挙 行 壬 御
重 _.

b
I

.
;

.
.i｣r]

(,･_:
､-I
..;
-
･
,

柿棄 横 柄 ト物
(百
･

福

子
及
び
球
根
を
含
む

)

財物
第

三
者

六
七

弟

1
軒

_｣ ___/＼
七

四 五 五 六 六 七 七 七 八 八 ^ 九 九 〇 〇 〇一 一一
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寓
印
度
外
国
商
業
の
特
質

空
魚

冷

却

装

置

東
傷

手

常

用

品

印
刷
鵬
及
び
同
附
戯
品

ケ

相
か

TTT
力
付

川目

前
EL
ド

撞

疎

牌

品

農
林

牧

笥

用

品

燕

穿

柊

影

製

乳

用

品

狙

鳥

獣

二二 三 四

第
三
巻

六
八

第

1
拡

大
八

ガ

ラ

ス

容

等

手

袋

rTf

I,7

1.

こし

人位ノ

ーノ

ァし

そ一FT

ヒ
7

-1ソ
｢ノ
ク

.
H
ノぺ
1

.1

/
.
･丁

半

菅
井
｢
月
及
び
刷
附
鳳
品

酵

母

ウ
ォ
ー
ル

･
ガ
ー
ド

電

信

機

I::.I

T.j

代

盲

輸
出
兼
業
商
社
を
含
む
O

佃
輸
入
に
付
い
て
も
闇
印
は
欧
米
と
の
関
係
が
最
も
密
接
で
あ
-
.
白

1
九
三
二
年
至
三
九
年
間
に
於
て
開
閉
の
仝
帝
人
額
に
封

す
る
割
合
は
欧
洲
三

二
･九
L二
%
-
五
〇
･
l
二
%
､
ア
メ
リ
カ
合
衆
観
四
･
八
九

%
-
二
二
･四
八
%
で
あ
り
'
柄
地
域
の
合
計
は
E
J

O
二

%
-
六
二
･
七
%
で
あ
る
.
但
し
輸
入
に
付
い
て
は
簡
印
と
欧
米
と
の
関
係
は
輸
出
程
紫
符
で
た
い
.
こ
れ
は
我
が
国

1
園
で

よ
-
蘭
印
仝
取
入
鞘
の

1
五
･
二
ル
I

三
u
T
O
五
%
を
古
格
た
か
ら
で
あ
る
｡

第
四
款

輸

出

入
の
特
質

前
二
款
に
於
て
蘭
印
の
外
国
貿
易
を
輸
出
及
び
帝
人
の
立
場
に
於
て
叙
述
し
た
の
で
あ
る
が
､
本
款
に
於
て
は
輸
出
入
を
綜
合
的
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第 六 表 断印の宅変易指数1) 一九三二年=100
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1…;二日 107三:a. i=L?,2210,1 107芸.;

救

数

教

数

数

数

ヒロ
im
i]日

1lH
ヒ日
DrTL

+丁
･TT
ユ･丁

士コ
･.十一
+∫

敬

重

慣

額

重

厚

債

敷

物

便

数

物

′i

′--i

輸
出

輸
入

東
印
度
外
国
商
議
の
病

質

見
地
の
下
に
そ
の
特
質
を
考
察
し
ょ
う
｡

第

1
項

蘭
印
貿
易
の
設
展
傾
向

先
づ
蘭
印
貿
易
の
襲
展
傾
向
を
吟
味
し
た
い
の
で
あ
る
が
､
吟
味
の
指
数
を
偵
顔

指
数
､
数
量
指
数
及
び
物
慣
指
数
に
求
め
考
案

の
封
象
を
白

1
九
三

蚕

至

二
九
年

八
箇
年
間
の
貿
易
に
限
局
す
る

(第
六
裏
及
び
第
二
鼠
参
照
)

｡

右
の
八
筒
年
に
限
局
し

た
る
は
'
貿
易
統
計
申

1
九
三

一
年
以
前
の
も

の
は
政
府
貨
物
を
含
ま
ざ
る
に
反
し

､

一
九
三
二
年
以
後
の
も

の
は
こ
れ
を
含
む
の
で
あ
り
.

1
二
二

九
年
の
前
後

に
於

U
牧
級
商
品
の
種
精
に
統

l
社
紙
く
か
ら
で
あ
る
Q

(止土
ノ

ーロ
二
汗
凹円
背
■tR
i3日
杵
八し
･･,3
-
1
..

.二.u,

..
`
′
.〟イ
字
.,.,ぷ

I
A
r
ト
H
rl
芋

"年
輩
三
i;
加
須
年
,S
･輸
出
入
阿
品

の僻
取
を
叫L･

r･jLL.11}･･Jr･
ノ
.

,
.ル
h
t.
二
lL
り
LJZ1‥=
rhTr
㍉
.
,
-
ノ

ノ
.
･Jl
狩
り
,,-
｣-
tは
P

は目せ
､レ
3
ノ
･

る
も
の
で
あ
-
'
数
量
指
数
と
は
右
各
年
に
付
き
輸
出
入
数
量
と
慣
願
を
計
舞
し
得
る
商
品

(
輸
出
九
四
校
'
輸
入

1
二
二
積
で
あ
る
が
'
愉
出
入
商
品
の
殆
ん
ど
全
部
を
網
羅
し
て
ゐ

る
)
を
取
出
し
'
各
年
の
数
量
に
T
九
三
二
年
の
償
格

(草
原
)
を
爽
じ
て
そ
の
慣
想
慣
敗

flk
tlV
e
r
W
ert
を
算
出
し
た
る
後
.

7
九
三
二
年
の
慣
額
を

1
0
0
と
し
て
右
の
恨
想
倍

額

を
梢
教
化
し
た
の
で
あ
る
O
慣
想
倍
額
と
は
'
要
す
る
に
各
年

の
貿
易
数
畳
を

慣樺
化
し

た
る
も
の
～
謂
つ
て
も
よ
い
｡
物
僻
指
数
と
は
慣
桁
指
数
を
数
量
指
数
に
tJ
除
L
L1
る
も
の

で
め
-
'
或
は
こ
れ
を
慣
格
指
数
と
謂
ふ
方
が
通
貨
で
あ
ら
-
O
命
こ
れ
等
指
数
を
算
出
し

た
る
質
料
は
紙
幅
の
都
合
上
簿
記
し
な
い
｡

(
1
)

範
出
の
費
展
傾
向

第
三
馨

六
九

第

7班
六
九

1) IndischVerslagより作成o
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年
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1

･
.

､
.

_

､
1
モ

ー
章

､
.N

先
づ
傾
額
指
数
を
見
る
に
'
基
準
年
産
た
る

1
九
ニ
≡

年
以
降
三
五
年
迄
は
大
購
低
下
の
傾
向
を
有
ち
'
≡

ハ
年
に
至
り
は
三
二

二
年
の
レ
ベ
ル
に
達
し
'
二
王

年
は
青
青
し
た
O
然
る
に
翌
年
は
再
び
低
下
し
､
三
九
年
は
精

々
回
接
し
て
上
昇
を
示
し
て
ゐ
る
.

然
ら
ば
右
の
如
i
u
償
額
指
数
の
饗
動
は
輸
出
商
品
の
警

雪
又
は
慣
格
の
饗
動
の
何
れ
に
基
く
や
'
仇
つ
て
同
期
間
の
警

貰
指
数
JJ

物
慣
指
数
を
検
討
す
る
に
'
自

l
九
二
三

年
至
三
六
年
間
は
物
慣
指
数
に
放
て
は

一
九
三
六
年
が
前
年
よ
-
借
低
き
を
除
い
て
怯
t

.
大
硯
に
於
て
慣
額
指
数
と
同

7
歩
調
に
て
低
下
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
数
量
指
数
は

一
九
二
≡

年
が
前
年
よ
-
rJ
二

1パ
ー
セ
ン

ト

.

1
九
三
五
年
が
前
年
よ
り
三

二

パ
ー
セ
ン
ト
低
下
し
た
る
に
止
ま
り
'
毎
年
上
向
過
程
を
と
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
大

観
し
て
謂
は
ゞ
こ
の
間
に
於
け
る
横
棒
指
数
の
礎
動
は
主
と
し
て
輸
出
商
品
の
慣
格
の
奨
励
に
基
-
の
で
あ
る
.

一
九
三
七
年
は
敦

還
指
数
'
物
情
指
数
と
も
著
し
-
上
昇
し
"
躍
っ
て
{
慣
原
指
数
も
激
大
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
前
年
に
比
し
物
慣
指
数
の
増
加

狩
に
虹
を
旨
持
)
-
1い
.･り
･Jnli-
/
-＼
1,-
"I-
つ
r
b
も
Lリ
LL
,iia
サrc.r
Ln1..
封
印
jFL雛
n
S
pr･叶〃
忙
劉

し

て

は
物

慣

指

数

の

上

昇
.
経

I
.ト
･
.
,I,.:;
.

･-I
-

;.

･

っ
て
偵
楯
の
騰
貴
が
よ
-
多
-
影
響
む
有
つ
と
思
ふ
.
更
に
A

H
九
三
八
年
に
は
倍
額
指
数
は
搾

潤

せ

る

も

.

敦
竜

指

数

は
増

大
す

る
年
面
'
物
傾
指
数
は
可
成
り
低
下
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
同
年
の
憤
額
指
数
の
動
き
に
封
し
て
も
物
慣
指
数
の
賓
化
が
影
響

し
た
る
も
の
と
謂
ひ
得
る
で
あ
ら
う
0
佃

1
九
三
九
年
は
慣
額
'
数
量
及
び
物
債
の
指
数
は
何
れ
も
上
昇
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
'

慣
額
の
襲
動
に
封
し
て
は
敬
意
と
慣
格
が
ほ
ゞ
同

1J
の
影
響
を
輿
へ
た
と
謂
つ
て
よ
3
,O
要
之
'
蘭
印
の
玲
出
貿
易
慣
額
の
推
移
に

付
い
て
は
主
と
し
て
商
品
慣
格
の
饗
勤
が
支
配
力
を
括
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
'
数
量
指
数
の
傾
向
は
上
昇
し
'
従
っ
て
数
量
は
大

鰻
上
増
加
の
趨
勢
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
O
こ
の
意
味
に
於
て
蘭
印
の
輸
出
は

l
路
驚
展
過
程
に
あ
っ
た
JJ謂
払
得
る
の
で
は
あ
る
僻

レ
･刀
T

東
印
度
外
国
商
業
の
特
質

第
三
番

七
1

第

1
競

七
一



末
印
度
外
国
商
業
の
特
質

第
三
番

七
二
.

第

一
斬

七
二

(二)

輸
入
の
教
展
傾
向

倍
額指
数
は

T
九
三
六
年
迄
大
鰐
下
降
傾
向
聖
不
し
た
が
.
翌
年
は
著
し
-
上
昇
し
'
そ
の
後
は
僅
少
の
程
度
で
は
あ
る
が
下
降

し
て
ゐ
る
O
然
ら
ば
.LJ
の
細
動
は
輸
入
肉
品
の
教
貴
史
は
慣
格
の
何
れ
陀
尉
関
す
る
の
で
あ
る
か
と
謂
ん
に
7
物
慣
指
数
は
一
九
三

六
年
･TELJは
偵
鰯
指
数
と
柑
ん
ど
同

7
の
歩
調
軒
-J
つ
て
ト
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
､
故
患
指
数
は

山
九
三
｡
奉

上
昇
し
'
…｡
六
年
迄

株
ゞ
保
倉
の
形
を

不
し
て
ゐ
る
Q
解
っ

て
こ
の
期
間
の
伸
餅
稲
敷
の
蟹
動
は
商
品
債
格
の
撃
動
に
の
み
蘇
国
す
る
と
謂
っ
て
墓
支
な

い
で
あ
ら
う
｡

I
九
三
七
年
物
慣
指
数
は
前
年
よ
-
可
成
-
上
昇
し
て
ゐ
る
が
'
数
量
指
数
は
前
年
の
1
0
四
･
五
よ
り

l
四
三
二

と
な
り
激
大
し
た
｡
従
っ
て
こ
の
年
の
慣
萩
指
数
の
上
昇
は
商
品
慣
格
の
騰
貴
に
も
基
-
と
は
謂
へ
'
そ
れ
以
上
数
量
の
著
櫓
に
Bi]

rd
こ
と
が
大
で
あ
る
と
思
ふ
｡

1
九
三
八
年
物
傭
指
数
は
前
年
よ
-
上
昇
し
て
ゐ
る
.に
反
し
'
響

亘
指
数
は
下
降
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
か
ら
'
同
年
夏
の
倍
額
指
数
の
下
落
は
数
量
の
低
下
に
基
く
の
で
あ
ら
う
｡
而
し
て

l
九
二
五

年
は
慣
萩
'
数
量
及
び
物
債
の
各

指
数
は
ほ
ゞ
同

L
歩
調
を
と
る
の
で
あ
る
が
'
蕨
密
に
謂
は
ゞ
慣
棒
の
下
請
が
数
量
の
増
加
に
拘
ら
ず
､
慣
弟
指
数
を
僅
少
で
は
あ

る
が
下
降
せ
し
め
た
の
で
あ
.る
O
か
-
し
て
八
箇
年
間
を
通
じ
て
輸
入
の
逸
勢
を
見
る
に
'

1
九
三
七
年
は
輸
入
数
量
の
埠
加
が
輸

入
債
額
を
膨
脹
せ
し
め
'

!
九
.二
八
年
は
輸
入
数
量
の
減
少
が
輸
入
慣
額
の
低
下
を
簡
ら
し
た
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
以
外
は
商
品
債

格
の
挙
動
が
輸
入
信
頼
の
推
移
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
る
も
の
と
謂
ひ
得
る
と
恩
ふ
o
畢
責
す
る
に
輸
入
数
量
は

1
九
三
八
年
に
誠
少

し
て
ゐ
る
が
'
そ
れ
以
外
は
増
加
又
は
は
ゞ
保
合
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ゎ
'
従
っ
て
輸
入
数
量
に
関
す
る
眠
り
に
於
て
は
蘭
Lll
J=
の
輸
入

貿
易
も
大
鰻
蟹
展
過
程
に
呑
つ
た
と
結
論
し
て
も
董
支
な
い
で
あ
ら
う
｡

上
乗
叙
述
し
た
る
八
箇
年
間
の
輸
出
入
の
傾
向
を
綜
合
す
る
に
'
集
に
述
べ
た
る
が
如
-
'
衆
人
は
験
出
に
追
随
し
'
輸
出
の
範
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第八表 静ET3貿易贋敵中に占める食料品,原料品及び製品慣額の割合 (早世 %)
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1(10.0ill･0.0
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26.2 : 221Br 16.5

+ - '-‥

23.1･ 19fH 142

100.0,loo_0;loo.0

268. 23 7
8.8 8.1
644:65.2

10〕.0.100.0r100_0

(註 ) 分類;こド宗しては一九 一三年十二月三十- 1∃i:言F等叩1:与J,Al''二･3 ｢掛 買貿易統

計作成 .=犀詔スル協約｣を参考にしナ二のであるJ'J;,プデ涼 し雛 .ヒ物品は除外したD

第三番七ET第一抗七Ei

●

第二項斡出入商品の構成

蘭LLIJ=の輸出貨物は､苧こして農林産物及iLi,錦夏物よ-成-'聴T<億物は桔ね工業製品rL6-成ることは前述の通りであり'又第七蓑がより精密に示す所でもあるが'この輸出入貨物を食料品.原料品及び製品に伐って分斯し.又輸入に付いては貢に生置財と滞賛財に種別して蘭印輸出入蘭

晶の構成近明かにしたい｡

ブラフセルに於て協定されたる｢国際貿易統計作成Ll閑スル協約｣は､これを第1頬清きたる動物t等二類飲食物､帯≡頬未製品叉は簡畢なる加工を属したる物品'第四頬製品､第五頬加工せざる金鉄'金貨及び銀貨に分類してゐるのであるが'本論に於ては大鰻に放て右の骨箱法に任-
aこれを見料晶､原料品及び製品に分ち､幹出入商品の構成を考察しょう｡

キ第一類の商品は食料品又は原料品にr<れられるのであるが'不明確の鮎ある海以て省略したo但しこの生音類は慣額が小であるから'これ一SJ宥いたとしても問題の考察には薫買上何等の支障はrlhい-恩ふ.而して第二類を食料品'第三

類を原料品第ETl類を製品とし､第五頬を省いたO

今右の分類法に依り'自一九三二年至二元年八箇年の統計を資料とし
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党
別
度
外
圃
商
業
の
特
質

第
三
巷

八
四

第

一
班

八
四

の
事
情
も
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
.
八
筒
年
間
の
平
均
僻
む
封
象
と
し
て
老
案
を
%
1め
よ
う
｡

八
箇
年
の
千
均
輸
出
額
を
仝
輸
出
額
に
射
し
て
比
率
化
す
れ
ば
､
欧
洲
三
七
二

六
%
'
大
東
茄
共
柴
圏
二
九
･〇
六
%
'
北
及
び

中
央
ア
メ
-
カ
一
五
二
八
六
%
'

大
東
茄
共
栄
圏
の
外
廓
地
域
七
･七
五
%
の
順
序
と
た
-
.

こ
の
合
計
は
八
九
･八
三
%
で
あ
る
か

ら
他

の
地

域
は
問
題
外
に
置

い
て
美
文

な

いで
あ
ら
う
.

択

=ET
4
1S
iIr仙話
[
挺
出
滋
と
門
,-二

,
-
1.i
,一(.-

..

丸
i
'
)

引

.
!13
塾
.
右
ihq･す
'

升
lJ
U
字
)
.1
1達
唱

､
)
指
-｡
･u
L
lZ
LJ
=
uLHり

■

止
し

一
瀞
顕

著
で
あ

る
｡
た
ゞ
卸
蘭
の
工
業

は
英
国
'

曙
過
に
此
し
て
は
劣
っ
て
ゐ
る
に
拘
ら
ず
､
JJ
の
閥

へ
の
柵
出
額
は
甚
だ
多

-
.
蘭
印
全
輸
出
寂
の
l
九
･七
八
%
を
占
む
る
O

,U
れ
は
主
と
し
て
蘭
印
が
卸
蘭
の
析
民
地
で
あ
る
と
謂
ふ
政
治
上
の
理
由
に
基

く
の
で
あ
る
が
'

一
に
は
船
舶
の
関
係
と
蘭
即
商
社
の
猫
古
的
地
位
の
薦
め
に

1
麻
卸
蘭
に
輸
出
せ
ら
れ
'
そ
の
後
再
輸
出
せ
ら
れ

る
も
の
が
多
い
と
い
ふ
事
情
に
も
因
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
若
し
具
し
て
然
-
と
せ
ば
卸
蘭
に
輸
入
せ
ら
れ
る
簡
晶
の
多
-
は
'

所
詮
欧
洲
に
於
け
る
他
の
エ
貴
国
に
掃
出
せ
ら
れ
る
こ
と
優

る
で
あ
ら
う
｡
デ
ン
マ
ー
ク
へ
の
輸
出
が
多
い
の
も
亦
同
様
の
事
情

に
基
く
と
思
ふ
｡

大
東
詔
共
柴
田
中
'
工
業
組
た
る
我
が
国

へ
の
輸
出
が
大
な
る
は
常
然
で
あ
る
が
'
他
の
諸
地
域
は
.H
梨
園
で
な
い
に
も
拘
ら
ず

そ
れ

へ
の
輸
出
朝
が
著
し
-
大
で
あ
る
｡
こ
れ
は
香
港
'
ペ
ナ
ン
及
び
殊
に
シ

ン
カ
ポ
ー
ル
は
主
と
し
て
仲
穏
港
と
し
て
の
役
割
を

萄
つ
が
駕
め
で
あ
り
'
所
詮
=
こ
れ
等
地
域

へ
の
締
出
商
品
の
多
く
は
'
支
那
'

英
国
､
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
再
輸
出
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡
従
っ
て
支
部
へ
の
再
輸
出
を
除
け
ば
'
結
局
は
工
業
観
に
輸
出
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
｡
而
し
て
支
那
は
農
業
国
で
あ

る
と
は
謂

へ
'
最
近
に
於
け
る
エ
柴
の
哉
展
は
可
成
り
姉
著
で
あ
る
.

l

t

I

.

J
p

-
‖
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圏
の
外
廊
地
域
で
は
英
領
印
度
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
輸
出
の
み
が
取
上
げ
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
'
こ
の
両
地
域
は
最
近
エ

t

業
の
聾
展
が
著
し
い
.

上
乗
叙
述
し
た
る
所
を
要
約
す
る
に
'
退
去
八
箇
年
の
統
計
は
蘭
即
の
輸
出
が
大
腰
に
於
て
工
業
観
に
仕
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
示

′
ヽ
7

す
の
で
あ
る
｡

次
ぎ

に
蘭
印
の
帝
人
に
付
き
仕
入
地
域
別
を
考
案
し
た
い
の
で
あ
る
が
.
輸
入
に
付
い
て
も
輸
出
と
同
様
､

l
九
二
元

年
は
欧
洲

動
乱
の

影
響
を
受
け
'
礎
碑
の
獲
展
が
拘
施
さ
れ
て
ゐ
る
.
帥
ち
全
輪
T<
期
に
封
す
る
各
地
域
別
の
割
ム
巳
は
献
洲
盟

肌
牛
の
五
〇

□

二

l%
よ
-
珂
Ld
=九
八
%
に
低
下
し
'
そ
の
年
踊
ア
メ
り
カ
台
邦
郎

i
(潔
.a
.共
栄
圏

(湖
中
日
本
及
び
支
那
)
.
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

7
7
-
カ
が
増
加
し
て
ゐ
る
｡
従
っ
て
輸
入
に
付
い
て
も
過
寧
八
街
年
間
の
平
L&TTI)を
考
察
の
封
象
と
し
よ
う
O

八
箇
年
の
平
均
輸
入
顔
を
各
地
域
別
に
比
率
化
す
れ
ば
'
欧
洲
四

t
･九
三
空

大
東
正
英
柴
圏
四

1
･
八
六
%
'
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
九
･
t
七
%
'

大
東

正
共
栄
圏
の
地
域
五
〇
･五
%
と
な
-
'

そ
の
合
計
は
九
八
･rJ
l
%
で
あ
る
か
ら
'
他
の
地
域
は
問
題
と
す

る
に
足
ら
な
い
｡

エ
糞
地
域
た
る
欧
洲
よ

り
の
輸
入
が
多
い
の
は
敢
て
謂
ふ
迄
も
な
い
の
で
あ
る
が
'
此
塵
で
も
濁
逸
､
英
圃
よ
-
の
輸
入
が
多
-

又
和
蘭
よ
-
の
輸
入
は
夏
に
大
で
あ
る
｡
然
し
な
が
ら
'
斡
人
の
場
合
は
輸
出
の
場
合
と
異
な
-
'
蘭
印
又
は
卸
蘭
商
社
の
猫
占
的

勢
力
が
な
い
か
ら
'
和
蘭
よ
-
の
輸
入
は
輸
出
の
如
-
大
な
る
割
合
を
占
め
て
ゐ
な
い
.
叉
大
東
丑
共
柴
圏
で
は
エ
繋
園
た
る
日
本

の
二
四
･
二
七

%
が
最
も
多
く
'
次
い
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
大
で
あ
る
が
､

こ
れ
は
主
と
し
て
仲
鳩
で
あ
っ
て
､
結
局
欧
洲
叉
は

東
印
度
外
国
商
業
の
特
質

第
三
番

八
五

第

7
凱

八
五



東
印
度
外
囲
商
業
の
梅
質

第
三
馨

八

六

鱒

1r
舵

八
六

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
よ
り
輸
入
し
た
る
こ
と
堅
不
す
の
で
あ
ら
う
｡
大
東
蛋
共
柴
圏
の
外
厨
地
域

と

し
て
は
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
'
次

い

で
は
英
領
ulJ=
盤
rL4-
の
輸
入
が
著
し
く
.
こ
れ
等
地
域
に
於
て
最
近
工
業
の
教
異
が
顕
著
な
る
JJ
と
は
前
述
の
通
-
で
あ
る
｡

蘭
印
の
地
域
別
新
入
酷
刑.hJ的
す
る
に
.
付
入
図
の
大
部
分
は
エ
米
国
で
あ
-
'
邦
か
も
こ
れ
等
工
業
国
と
の
交
易
関
係
は
輸
出
の

甥
や

･-U･り
も

f
厨
那
珂
で
あ
る
..

上
乗
闇
印
の
輸
出
入
を
仕
向
地
域
と
仕
入
地
域
と
の
開
係
に
於
て
吟
味
し
た
の
で
あ
る
が
'
統
計
に
基
-
茸
詮
的
考
察
に
於
て
も

蘭
印
〃
輸
出
入
は
工
業
国
と
の
間
に
教
展
し
て
ゐ
る
こ
と
を
結
論
し
得
る
の
で
あ
る
.
伺
ま
た
地
域
別
に
於
て
は
輸
出
入
共
軟
洲
と

の
関
係
が
最
も
緊
符
で
あ
-
'
大
東
京
共
栄
圏
は
そ
の
次
ぎ
に
位
す
る
の
で
あ
る
が
'

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ー
ペ
ナ
ン
等
は
仲
梢
港
と
し

て
の
性
格
を
有
つ
の
で
あ
る
か
ら
'
大
東
丑
共
輿
圏
と
蘭
印
と
の
貿
易
を
純
粋
の
碁
に
於
て
考
盛
せ
ん
よ
せ
ば
'
シ

ン
ガ
ポ
ー

ル
t

.へ
ナ
ン
等
の
再
椅
出
入
を
も
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
.
こ
れ
等
の
鮎
に
付
い
て
は
更
に
他
の
硬
骨
に
考
桑
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

蘭
印
の
外
国
貿
易
は
年
々

出
超
を
維
持
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
戯
ら
ぽ
蘭
印
と
そ
の
主
要
貿
易
国
と
の
間
に
於
け
る
輸
出
入
は

均
衡
を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
｡
典
に
述
べ
た
る
が
如
く
､
蘭
印
は
自
励
産
業
の
保
護
と
国
内
市
場
の
調
整
の
薦
め
に
節
入
制
限
令

を
制
定
し
'
輸
入
割
官
制
を
中
核
と
し
て
輸
入
の
調
整
を
計
っ
た
の
で
あ
る
が
'
輸
入
の
制
限
は
輸
出
の
振
興
と
艦
合

せ
て
道
営
せ

ね
ば
な
ら
な
い
｡
度
々
述
べ
た
る
が
如
く

蘭
u
l口
の
外
国
貿
易
は
輸
出
を
王
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
若
し
婦
人
制
限
を
そ
れ
白
煙

の
立
場
に
於
て
行
ふ
と
き
は
~
輸
入
制
限
に
僻
-
簡
即
へ
の
輸
出
を
拘
束
さ
れ
た
る
閥
は
蘭
印
よ
り
の
輸
入
を
抑
制
す
る
こ
と
に
も

な
る
で
あ
ら
う
.
か
く
し
て
蘭
印
は
輸
出
の
蓉
展
の
篤
め
に
主
要
貿
易
国
と
の
間
に
於
て
互
恵
主
薫
を
採
用
す
る
の
で
あ
-
､
取
入

割
官
制
も
茸
は
互
革
王
轟
に
立
脚
し
､
蘭
印
が
よ
り
多
-
輸
出
し
得
る
歯
に
封
し
て
は
よ
-
多
く
の
輸
入
割
箇
額
を
許
容
し
た
の
で
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弔十一表 園印 と･7:-の≡E要吉蛋易圃間の輸出入

(白一九三二年-=至=:九年･一箇年平均額) 早世

国 名 r 輸 出 額 1 輸 入 額

シンガポ-ル 3(IO,482

36,262

28,306

22,164

16,249

1Er),861

1.CL),327
14,814

英国及び アイル ランド自由圃

日 本

オース トラリア

フ ラ ン ス

エデ ブ ト及 びエ デ フ トスーダン
(封- トス-ダ ンを倉 も)

燭 逸 (オース トリアを含 む)

育 I等

合 計 4即,917 323,861

全輸 出又は愉人額 に封す るアD/ 80,73 r87.27

第
十

1
表
は
自

J
九
三
二
年
至
三
九
年
八
箇
年
竺
且
り
蘭

印
と
の
問
に
於
て
輸
出
又
は
時
人
が
年
平
均

1
千
首
ギ
ル
ダ

ー
以
上
に
達
す
る
地
域
を
拾
払
上
げ
'
そ
の
輸
出
入
の
バ
ラ

ン
ス
を
示
す
の
で
あ
る
O
こ
れ
に
伐
れ
ば
'
右
の
標
準
に
達

㌢
る
即
蘭
以
下
十
二
地
域
雲
脚
山
都
令
計
は
盈
輸
出
脚
の
八

U
"+
三

郎

鮮
入
湖
ム
〔計
ほ
を
滞
T<
常
の
八
ヒ
･
二
ヒ
%
た

ーノ

.J

占

む

る

の

で

あ
る
が
'

日
本
瀕
び
猫
連

(オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
員

む
)
を
除
け
ば
'

何
れ
も
蘭
印
側
の
輸
出
超
過
を
示
す
の
で

あ
り
'
従
っ
て
主
要
貿
易
国
に
封
し
て
も
蘭
印
の
貿
易
は
自

国
に
有
利
に
費
属
し
て
ゐ
る
と
謂
ひ
得
る
で
あ
ら
う
｡
而
し

て
日
本
に
封
し
て
も
著
し
く
輸
入
超
過
で
あ
る
こ
と
は
､
日

蘭
間
に
塵
々

通
商
問
題
を
生
起
せ
る

1
の
理
由
で
あ
ら
う
｡

東
印
度
外
囲
商
業
の
特
質

第
三
番

八
七

第

一
新

八
七


