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中 山 千 代

1は じめに

「JapanDirectoryの 研 究 」(1)に おv・て,デ ィ レ ク ト

リイ に よ る欧 米 入 テ ー ラ鷺 と ドレス メ ー カ ーの 形成 史 を

構 成 した 。 しか し外 国 商館 に は,西 洋 人 の ほか に中 国 人

商 館 が あ る。 洋服 業形 成 史 に とっ て,中 国 人 は 注 目 され

る存 在 で ある 。 この 中 国 人 の開 業 年 次 にっ い て も,デ ィ

レク トリイ は 唯 一 の 史 料 で あ ろ う。

散 逸 す るDirectoryの 所 在調 査 は,前 稿 以 後 の 分 を

加 えて,下 記 の 各 版 を実 見 す る こ とが で き た(京 都 芸 術

大 学 名 誉 教授 重 久 篤 太 郎 氏 との 協 力調 査 に よ る)。

(1)PTheChinaDirectory1861,..62,67,73,74

年(東 洋 文 庫 蔵)。

(2}『JapanDirectory』1863年(重 久 篤 太 郎 氏 蔵 コ

ピー,原 本 名 不 明)。

(3)PTheChronicleand;Directioryfor.China,

Japan,&ThePhilippines』1864～66,68～71,73,

74,76,80,81,87,89,94,98N1919,2123,34,

39年(東 洋 文 庫 一 モ リソ ン文 庫,大 英 図書 館,長 崎 図書

館 蔵)。

(4)PThe.JapanHeraldDirectory1870,72,77,

79,80年(金 沢 文 庫,公 文 書 館 蔵 蔵)。

(5)QThe.JapanGazetteDirectory1872,75N

1919,23,25年(東 洋 文 庫,公 文 書 館 蔵)。

〔6)rMorris'sDirectory』1870年(西 川 孝 治 郎 氏

蔵)。

(7)『Meiklejohn'sJapanDirectory』1896年(同

上)。

(8)『TheDirectoryofJapan』1925,26,27年

(横 浜 市 図書 館 蔵)。

こ の ほか,上 記 年 度 に重 複 す る同 種版 の1,2年 づ っ

が,香 港 大 学,ケ ンブ リ ッチ大 学,大 阪 大 学,神 戸 大

学,神 戸 女 学 院 大 学,京 都 大 学,名 古 屋大 学,天 理 大 学,

東 京 大 学,東 京 都 公 文 書 館,長 崎 図 書 館,函 館 図書 館 に

あ る こ とが,重 久 篤 太 郎 氏 に よ って確 認 され て い る 。

以 上 を綜 合 す れ ば,1861(文 久 元)年 か ら,1926(大

正15,昭 和元)年 ま で は,1920(大 正9)年 を 欠 くだ け

で,年 次的に揃 えることが できる1)。 この ことについて 一

は,前 稿 に記 した調査結果 を,増 補訂正す る。

2中 国商館ディレク トリイ

本 稿 の 主題 とす る 中 国商 館 を採 録 す るデ ィ レク ト リイ

は,横 浜 刊 行 のQJapanHeraldDirectory』 と,rJapan

GazetteDirectory』 で あ る。 外 国 商 館 の 「HongList」

に,商 館番 号順 ま た はABC順 に,西 洋 商館 と混 在 して

掲 載 され て い る。 香 港 刊 行 のDirectoryで は,中 国,日

本,フ ィ リ ッ ピ ンの西 洋 商 館 を採 録 し,中 国 商 館 は な い 。

広 域 に わ た る デ ィ レク トリイ で あ るか ら,中 国 商 館 に及

ぶ 情報 蒐集 は 困難 で あ ろ う。しか し,1867(慶 応3)年 版

の 『TheChinaDirectory』 に,「ListThePrincipal

ChinaHongsandshopsinHongkong」 を設 けて,主

要 中 国 商館 の名 簿 を載 せ る。 これ を先 例 にそ の 後,香 港

刊 行 デ ィ レ ク トリイ に は,「NativeHongList」 の中 国

商 館 デ ィ レ ク トリイ が掲 載 され て い る。 しか し これ は,

情 報 蒐 集 の 可能 な地 元 の香 港 だ け で,そ の他 の 地 域 の は

なV・。ま た,1868(明 治 元)年 版 の 『TheChronicleand

DirectoryforChina,Japan,&ThePhilippines』 の

横 浜 デ ィ レ ク ト リイ の 末尾 に,「ChineseandNative

Shopkeepers」 を掲 げ,そ の 中 に2名 のテ ー ラー が 記 さ

れ て い る。 た だ し,こ の項 は 同年 版 だ けで,そ の 以 後 に

はな い 。

以上 の よ うな二,三 の特 例 を除 い て,中 国 商 館 の採 録

は,横 浜 刊 行 の デ ィ レ ク トリイ に行 わ れ て い る。 しか し

この デ ィ レ ク ト リイ に お い て も,主 眼 は西 洋 商 館 で あ

る。 そ の た め,中 国商 館 デ ィ レ ク トリイ に は,明 らか な

採 集 ミ スが あっ た り,該 当番 号 地 の商 館 名 を記 さず,一

括 してrChinese」 とす るな どの不 備 が あ る。 使 用 に便

利 な 「AlphabeticalListofResidents」 も,西 洋 人 だ

けの集 録 で あっ て,同 デ ィ レ ク トリイ の 中国 人 に は,索

引の 便 が な い 。 この横 浜刊 行 デ ィ レク トリイ に掲 載 され

る 中国 商 館 は,横 浜 に 限 られ,長 崎,兵 庫(神 戸),箱

館 及 び そ の 他 の都 市 に は な い。 しか し,神 戸 の 中 国 商 館

にっV・て は,明 治 後期 の 『KobeHerald2)』,『 目本 紳 士
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録 』(交 詢 社,初 版 は 明 治22年5月)の 「本 邦 在 住 外 国

人 」 に採 録 され て い る。

『JapanHeardDirectory』,『JapanGazetteDire-

ctory』 を 中心 に,そ の他 の デ ィ レ ク トリイ及 び 目本 側

の史 料(前 稿 に記 載)等 に よ って,「 横 浜 中 国 人 洋 服 業

者 表 」(1)～(6)を 作 成 した 。 前 稿 掲載 の 厂欧米 人 洋服 業

者 表 」 は,横 浜,長 崎,神 戸 の三 都 市 別 表 で あ る が,中

国人 業 者 史 料 制 約 の た め,本 表 は横 浜 に限 ら ざる を 得 な

U・。 ま た前 表 の業 種 は,rTailor」 とrDressmaker」 に

分 け た が,本 表 は,「Tailor」,rDressmake」,rTailor

andDressmaker」 の三 種 に分 け られ る。 これ は 原 史 料

Directoryの 業 種 分 類 に従 っ た の で あ る。 横 浜 の 中国 商

館 数 は 多 く,そ の うえ 開業 と閉業 の流 動 が激 しい 。 前 表

の 欧 米 人業 者表 の よ うに,閉 業 商 館 欄 を残 して表 示 す る

と,開 業 ・閉 業 頻度 の 多 い 中 国 商館 欄 は膨 大 に な る。 本

表 を誌 面 に お さめ る た め,閉 業 商 館 欄 を残 さず,そ の年

度 の商 館 の み と した 。西 洋 ・中 国両 商 館 対 比 に は不 便 で

あ るが,止 む を得 な い方 式 で あ る。 ま た デ ィ レク トリイ

の 通 年 商 館 名 の欠 けて い る とこ ろ は,前 後 の年 度 に 同一

番 号 の 商 館 が あれ ば 連続 させ,前 後 の商 館 番 号 が異 な る

揚 合 は,そ の年 の商 館 番 号 を不 明 と した。 表 示 年 代 は,

中国 商 館 が 初 めて デ ィ レク ト リイ に あ らわれ る1868(明

治 元)年 か ら,1926(大 正15,昭 和 元年)ま で とす る。

前 表 の欠 年1920～22(大 正9～11)年,24(大 正13)年

は,そ の後 の調 査 に よ っ て,20(大 正9)年 を 除 き,

『DirectoryandChronicle』 で補 充 で き るが,そ れ ら

に は横 浜 中 国商 館 を記 載 してい ない 。 そ の た め 前 表 と同

じ く欠 年 と した。

中 国商 館 と西 洋 商 館 の比 較 研 究 のた め,「 年 度 別 横 浜

商 館 数 」を 作 成 した 。西 洋 人 をrTailor」 「Dressmaker」

に,中 国 人 をrTailor」rDressmaker」Tailorand

Dressmaker」 に 分 類 した の は,「 横 浜 中 国 人洋 服 業 者

表 」 と同 じで あ る。1910(明 治43)年 以 降 ジ ャパ ン ・ガ

ゼ ッ ト 社 の 『TheJapanDirectory』 は 「Japanese

Firms,Merchants,ETC.」 を設 けて,各 都 市 の 日本 人

業 者 を掲 載 す る。 こ の 中 に 「Tailors&Outfitters」 が

あ って,日 本 人 の 洋 服 ・服 飾 品業 者 が採 録 され て い る。

しか し,こ れ は 少 数 の 主 要 業者 に す ぎ な い の で,本 表 に

併 載 す る こ とは 避 けた 。

3中 国人洋服業者

ジャパ ン ・デ ィ レク トリイの採 録する最初 の横浜 中国

人 テーラーは,1868(明 治元)年 の居 留地81番 「ワーシ

ン グWaSing3}」 と,165番 「ク ア ン グ ・チ ョン グQu-

angChong」 で あ る(TheChronicle&Directory

forchina,Japan;&ThePhilippines,theyear1868)o

前者 は1881(明 治14)年 ま で,後 者 は85(明 治18)年 ま

で 営業 す る。 ドレス メ ー カ ー の最 初 は,77(明 治10)年

の106番 「チ ン グ リイChingly」,106番 「サ ン ・ム ン

SunMun」,164番 「オ ー ・ウィ ン グWoWing」 の3

店 で あ る(TheJapanHeraldAnnualDirectory,

Yokohama,.Tokyo,Kobe,Osaka;Hakodate,Naga-

saki,&Nigata,fortheyear1877)。3店 と も,79

(明 治12)年 で終 る。

中 国 人 の 開 業 が西 洋 人 よ りお くれ る の は,西 洋 人 開 業

を見 た 後 に,進 出 して 来 た か らで あ る。 それ は テ ー ラ ー

で あ った 。 ドレ スメ ー カー の 開業 は,そ の10年 後 で あ る 。

77(明 治10)年 の横 浜 居 留 西 洋 婦 人 数 は,198名4)で あ

って,開 港 時 か ら漸 く増 加 して 来 た 。 初期 ドレ スメ ー カ

ー の顧 客 は ,西 洋 婦 人 だ け で あ るか ら,そ の 増加 が開 業

の条 件 で あ る。 この 頃,西 洋 人 ドレ ス メー カー は5店 に

増 加 し てい る。 そ して,わ が 国 の婦 人 服業 者 は,1～2

店 にす ぎ な い。

中国 テ ー ラー は,香 港 の 開 業 が早U'。1867(慶 応3)

年 に,「 開利HoiLee」,「 同 昌TungCheung」 の2店

が あ る(TheChinaDirectoryfor1867,Hongkong)。

アヘ ン戦 争 の結 果,香 港 が イ ギ リス に割 譲 さ れ た1842

(天 保13)年 か ら,25年 後 で あ った 。70(明 治3)年 に

は,「 開利HoiLee」,「 洪 昌HoongCheong」,「 均 安

KwanOn」,「 南 昌NanCheong」,「 南 盛NanSing」,

「盛 昌SingCheong」,「 徳 記Tukki」,「 和 昌WoCh-

eong」 の8店 が あ る(前 掲 書,1870年)。 香 港 で の進 出

ぶ りが うか が え るが,香 港 の西 洋 人 テ ー ラ ー の よ うに,

横 浜 へ進 出 す る こ とは な か っ た。 香 港 以 外 の横 浜 中国 人

業者 を採 録 しな い デ ィ レク トリイで は,当 初 の 中国 人 テ

ー ラー の動 き は わ か らな い けれ ど,後 の横 浜 に は,広 東

テ ー ラー が盛 ん に な る。 海 上 交 通 の要 衝 広 東(広 州)

は,1757(宝 暦7)年 以 来,清 朝 唯 一 の ヨー ロ ッパ 貿 易

港 で あ った 。 当地 の ほ か,1842(天 保13)年 の南 京 条 約

で 開 港 され た上 海,寧 波,福 州,厦 門 の居 留 西 洋 人 の衣

服 需 要 に よ って,中 国 テ ー ラー が成 立す る。 横 浜 へ 来 た

中国 テ ー ラー は,五 港 の うち の 広東 人 が最 も盛 ん で,寧

波,上 海 人 が これ に 次 ぐ。

中国 ド レス メー カー は,上 海 に お こ っ た と 伝 え ら れ

る。 開 港 揚 上 海 の英,米,仏 租 界 は,西 欧 風 都 市 に 開発

され て,西 洋婦 人 の居 留 が 多 く,婦 人服 業 の 中心 地 とな
ソウチエンラン

った 。 上 海 最初 の 中 国 ドレ ス メー カ ー は,「 曹 慶 蘭 」 と
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言 われ る。天主教信者 とな6た 彼は,教 会 関係 の西洋婦

人 か ら,洋 服裁縫 を学 んだ とい う5}。上 海最大 の ドレス

メーカーに発展 した同店 の出身者が,後 目の横 浜に来 て

開業す る。

中国テー ラーは,77(明 治10)年 に急増 して11店 とな

り,79(明 治12)年 には13店 を数 え,当 初の6倍 を超 え

る。 ドレスメーカーは,テ ーラー よ り少ないが,同 年 に

は5店 となる。 これ に対 して,西 洋人テー ラー,5,ド

レスメー カニ,4で ある。 中国テー ラーは西洋人よ り8

多 く,ド レスメーカーは1多 い。西洋人を凌駕する進展

である。 しか しその後減少 して,92(明 治25)年 までは

停滞す る。 しか もなお,テ ーラーは西洋人テー ラーよ り

も多いが,ド レスメーカー及びテ ーラー ・ア ン ド・ドレ

スメーカーが,0を 示す こ とに注 目される。 この間は鹿

鳴館洋装 の流行期 にあた り,日 本人業者の進 展 期 で あ

る。 明治 政府 は条約改正 のた めの欧化政策 を強行 し,鹿

鳴館 に洋 装の紳士 ・淑女 を集 め,舞 踏会を催 した。所 謂

鹿鳴館洋 装の流行 が,一 世 を風靡す る。殊 に文明開化期

に除外 されて来 た婦人洋装が,一 挙に増加す る の で あ

る。 目本 の婦人服業者 は初期開業以来,徒 弟 ・職人制 を

再編成 して,洋 服裁縫 の新技術を磨 き,鹿 鳴館 洋装流行

の気運 に,第 二代親方 が輩出す る。鹿鳴館洋装 の着用者

を掌握 したのは,目 本人業者であ る。彼 等の隆盛 が,中

国人業者 を停滞 させた。それ にして も,漸 く成 立 した中

国 ドレスメーカーの急落 は,そ の影響 がいかに大 きかっ

たか を示す もので あろ う。東京の貴族 ・上流階級 を動員

した政策的 な天下 り流行は,中 国人洋服業界 を伸長 させ

るチ ャンスにな り得ない。む しろマイナスの要素 が多 か

った ので ある。

93(明 治26)年 以降,中 国人業者 は再 び発展す る。表

1,表2,.に 明 らかな よ うに,毎 年 の開業 が続 き,西 洋

人業者 を引き離 してV'く 。明治最終年1912(明 治45,大

正元)年 の横浜で は,西 洋人テー ラー,3,ド レスメーカ

ー,7,計10に 対 して,中 国テー ラー,25,ド レスメー

カー,1,テ ー ラー ・アン ド・ドレスメーカー,9,計35

の多数で ある。 日清戦争 の 際,103番 「オー ・チ ング

AhChing」 は 一時帰国 し,16番 「オー ・シングAh

Shing」 は,目 本 のrUemura」 に 店 をまかせ る事例 も

あるが,増 加する大勢は変 らない。横浜 中国商館最高店

数 に達 した19(大 正8)年 には,西 洋人 テーラー,4,

ドレスメーヵ一,10に 対 して,中 国テーラー,21,ド レ

スメーカー,2,テ ー ラー ・ア ン ド・ドレスメーカー,

16,計39は,西 洋人業者の約4倍 である。この驚異的 な

優勢は,明 治後期の洋服着用拡大に伴 な う洋服業興隆 の

一端 であった。鹿鳴館洋装流行が,ナ シ ョナ リズムの攻

撃 と条約 改正 の失敗 によって挫折 した後,洋 服着用 が再

び盛 況を呈 したのは,資 本主義成熟期 の明治 後 期 で あ

る。特 に 目露戦争後,ブ ルジ ョワモ ー ドの生活様式 に,

上流社会 の洋服化 が進 む。 また男子洋服 は,サ ラ リーマ

ンの職業服 に普及 する。在留西洋人 の増加,観 光客 の洋

服 購入な ども,洋 服需要 を増大 してい るが,日 本人着用

者 の拡大 が業界興 隆を来 た したのである。 日本人業者 は

発展 し,西 洋人 も大商社 が新 しく展開す る。 この興隆期

に,中 国商館 も再 び伸長す るのである。大規模 な西洋人

商社 に対 して,中 国人 は店数増加 の進展 を見せ てい る。

中国人業者 は,内 乱 の続 発す る清朝末期の本国か ら,

生 きる場所 を求 めて出国 して来 た民衆 である。 アメ リカ

に も,多 数 渡航 している。洋服産業 中心地サ ンフランシ

スコの夥 しい裁縫所 の職工 は,中 国人 に占め られ て い

た。各裁 縫所250～300人 の職工 は,す べて 中国人で,西

洋 人の姿は1人 も見 られない。 アメ リカ合衆国議会 は,

この膨大 な渡米 中国入対策 のため,1888(明 治21)年9

月17日 に,「 支那人米制議案」 を可決 した6}。アメ リカで

規 制を受 ける中国人洋服裁縫師 は,目 本へ転 じて流入す

る。 中国商館 の開業 と閉業 が激 しい のは,本 国及び アメ

リカの政情 による流動 であった。そ して,海 外 に生活の

揚 を築 かねばな らない彼等 は,横 浜洋服業界 に,特 異な

発展 を遂 げるのである。

中国人 は同族意識 が強 く,海 外へ進幽 した者が,兄 弟,

従兄弟,同 郷人,兄 弟弟子等 の縁故者 を呼び寄せる。上
ブートン ヨンキイ ツアーフオンツー

海 浦東 出身 の 「栄記」 は同郷入蔡 芳 州を横 浜に誘 い,
ウンキイ

「雲記」 を開いた蔡芳州 は,同 店 を浦東人でかためた。
ソウチエンラン ツアンゴデン

また上海 「曹慶蘭」出身の彼は,弟 弟子張鶴 亭を横 浜に

呼ぶ。横浜 に来 て 「福 昌」 を開いた張鶴亭は,従 兄弟の
ツアンチンセン ア ニン

張金生 を呼び よせ る。 また,神 戸に開業 した 「阿銀」,
ロウケイ スイシユン

「老卿」 は,上 海宝寿 山 「裕興」の兄弟弟子 である。 こ

の二人 を頼 って,弟 弟子 の周瑞卿が来神 した。このよ う

に呼び寄せた縁故者は よ く団結 し,勤 勉で経 営の才に富

み,隆 盛 な業界 に発展す る。

中国人 の洋服裁縫技術は,き わめて優 秀である。元来

器用 な資質 が,裁 縫,料 理,理 髪な どの職業分野 に顕著

であった。立体的技法 の多い中国服裁縫技術 も,洋 服裁

縫 に有効 である。彼等 の裁縫技術 に対す る評判 が 高 ま

り,技 術的信用 を築いた。特 に広東人の男子服,上 海人

の婦人服 が,高 い評価 を得た。その店は出身地 を記入 し

た看板 を掲 げるだけで,信 用 を得 ることができる。彼等

の技術 はわが国 と同 じく,徒 弟制 による伝習が行 われ,

職人社会 で練磨 され る。 スーツ(親 方),オ サイ(小 僧),

(:12》
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ツース(職 人)の 序列 である。徒 弟の組織 はほ とん ど目

本 と同 じであるが,日 本 にないギル ド的 な親方饗宴 が行

われ ていた。彼 等は ピンチ ャ(弁 髪),パ オ(袍),チ ャ

ンチャ ン(胴 着)の 清朝風 俗を変えず,洋 服 を着用 しな

い。 徒弟制 の この業 はわが国 と同様に,男 性 の職域 であ

る。西 洋人 の ような,女 性の ドレスメーカーはいない。

中国商館 の うち,テ ー ラーが最 も多 く,ド レスメーカ

ーは少ない。 しか し,テ ー ラー ・ア ン ド・ドレスメーカ

ーが多い。男女洋服 兼業 は,明 治末に西洋人 テーラーの

商社 が婦人服部を併 設するまで,中 国人独 自の形態 であ

った。 日本 人業者 には,皆 無であ る。中国人 に と っ て
ドンイ

は,本 国の唐衣(中 国服)仕 立業 と同形態 である。両業

を兼ねる多角的経営は,利 潤 を高め,着 実な実績 をあげ

る ことがで きる。 と くに婦人服業では,清 朝風俗 の男子

ドレスメー カーのハ ンデ ィを,テ ー ラー との組合せ によ

って補 な うこ とに成功 した。

明治後期,洋 服業興隆 の横浜 に,大 洋服店,189番7)

「雲記Ung-Ki」 が登場す る。上海 「曹慶蘭」出身 の蔡

芳州が,1895(明 治28)年 に開U・た 。彼は ドレスメーカー

出身で あるが゚,テ ー ラー を併設 して,横 浜最大の洋服店

忙 発展す る。 フランスモー ドに名声の高いマダム ・ロネ

MadameLaunayの80番 「オー ・ヌーボー ・プ ランタ ン

AuNouveauPrintemps」 カa,1906(明 治39)年 に帰

国 した後,同 店 に代 って宮廷服,上 流婦人服を作製 し,

最 も盛大 になる。最盛期 の1910(明 治43)年 ごろには,

徒 弟30余 名,職 人70余 名 の前例 にない大規模商館 で あ

る。 中国,日 本 の職人 たちは,競 って 「雲記」に 集 ま

り,名 人 と言われる優秀 な職人 が,き ら星 の如 く並ぶ工

房 であった8}。

「雲記」 の繁栄 に伴 って,中 国人業者 は横浜洋服 の中

心 勢力 とな った。「雲記」 の賃銀 は,洋 服裁縫職人 の 標

準 となる。大企業に伸 長 した中国人業界 では,親 方対職
'人が労資の対立関係 に変質 する

。 中国人 と目本人 の職人

が団結 して,1898(明 治31)年10月25日 に,「横浜 日清

同盟女洋服製造職工組合」 を結成 した8)。 注文洋服仕立

職 人が職 工 の名称を用いている ところに,職 人 たちの意

識 の変化が見 られる。職 人 の 組 合に対抗 して,「雲記」

「竜茂」等 の経営者 に日本 人業者 が加 わって,同 年12月

6目 に,「西洋女服裁縫業 目清同盟組合」 を組織する9)。

大企業に成長 した彼等には,職 人に対 する親方 の俤が失

われた。両組合 の最初の対 立は,1900(明 治33)年 の待

遇改善問題で ある。 しか し両者 は和解 して,中 国 ・日本

人の親 方 と職人 の同盟する 「第一 回 目清 同盟組合」 を成
ピ

立 させ た 。 つU・で,1907(明 治40)年 に起 った 就 業 時 間

問題 は,7月26日 か ら8月6日 まで の同盟罷行(ス トラ

イキ)と なった。各商館 の職人た ちは ピケラ イ ン を は

り,組 合歌 を歌 って就業 を妨害す る。 中国職人数十名は

「雲記」 に煉瓦 を投 げ,「雲記」側 も煮湯 を用意す る 過

激な争議 とな り,煉 瓦 を投 げた職人 が逮捕 され る。 この

暴 力事件 のために職人側 は敗れ,3月 から8月 まで,半

年 間の就業 時間30分 延長 となった。 しかし9月 か ら翌年

2月 までの時間延長 は,阻 止す るこ とができた。 この時

「第二 回 日清 同盟組合」 を結成 して,親 方対職人 の融和

をはかった。 同組合 は第 四回まで改組 された ので10),そ

の度 に労資対立 があったのであろ う。職人組織 に成長 し

た中国商館 が最 も伸長 した時,業 界最初 の内部矛盾が現

われ るのである。

横 浜以外 の都 市の中国商館 は,明 治後期 の神戸 がディ

レク トリイに採録 され ているだけである。 しか し各地 と

も,日 本 人業界 の成 立が遅 いため,中 国人業者 の先行 が

見 られる。 長崎 では,明 治初年 か らの中国人業者 があっ

た と言われ,「 トム」,「長与号」 の 名 が伝 わってい る。

長崎最初の 目本人婦人服業,坂 田清 吉の回想 による と・

1900(明 治33)年 の開業 当初,彼 の開業 に反対す る中国

人業者30余 名に,路 上 で囲まれ た とい う11)。長崎 は上海

に最 も近 く,中 国人 は鎖 国時代 に も,唐 人 町に多数居住

し,本 国 との往 来が盛 んであった。早 く開かれ た上海 の

洋服業が,長 崎に波及 したこ とが推 察 され る。

神戸中国テー ラーの最初 は,1874(明 治7)年 ごろ開

業 の,居 留地1番 館,広 東 人 「其昌号」 と,栄 町通 り,

寧波人 「応紹有」である12)。「其昌号 」 は 明治後期 まで

永続 し,デ ィレク トリイに見 る 「KeeCheong」 で あ

る。87(明 治20)年 ごろの 「阿銀」 と 「老 卿」 は,上 海

宝寿 山 「裕興」出身 の兄弟弟子 であった。95(明 治28)

年 ごろ,同 店出身の周瑞卿が,二 人 の兄弟子 を頼 って,

来神 した。彼は 「瑞記」を開業 する。明治末年 には・ こ

のほか,「和泰」,「和隆」,「友康」,「同義豊」,「銭宮」,

「生記号」,「益泰 昌」等が ある13)。1907(明 治40)年 に・

周瑞卿 が没 した後 の 「瑞記」を譲 り受 けたのが 「順記」

である。彼 は1897(明 治30)年 に,上 海か ら兄弟子 「阿

九」 を頼 って横浜 に来て,神 戸 に開業 した。「瑞記」 を

合併 してか ら繁栄す る。徒弟 ・職 人40余 名の店 は,「神

戸 の雲記」 と言われ,神 戸洋服業界 の 最大勢力 で あrっ

た14)。業界形成 の遅い京都で も,神 戸 の影響 を受 けて,

申国テーラーが先行 した15)とい う。

このよ うに,各 地 の中国人業者は 日本人 よ り早 く開業

してU・るが,東 京 には見 られ ない。1897(明 治30)年 ご
ヨンシユンフアン

ろ か らの,テ ー ラ ー 「永 興 昌」 と,横 浜 「雲 記 」 の 婦

(13.)
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JapanDirectoryに っいては知 られていたが,最 も利

用価値 の高 い幕 末～明治初期 に,欠 本が多か ったので,

史 的研 究が進 まなか った。 その通年が揃 って,年 次研究

が可能 にな り,洋 服業形成史料 として用い ることができ

る。 しか し,そ の初期 の,1863(文 久3)年 版 の 原 本

と,64(元 治元)年 版TheChronicleandDirectory』

の(Part2)が 未だ不 明である。 また ディレク トリイの

通年 は,各 種異本 によって揃 うもので,同 一デ ィレク ト

リイによるこ とができれば,年 次研究はなお緻密になる

であろ う。

ディ レク トリイ研究 によって,わ が国の洋服業 発生伝

承 につ いての当否 を探 り,洋 服業形成史 を構成 する こと

ができる。 その成立 は,西 洋入テー ラー と ドレスメーカ

ーによるものである
。彼等 の横浜での開業 が,わ が国洋

服業 の最初 であった。 目本人の洋服裁縫技術伝習 は,こ

れ らの西洋商館 に入店 して行われ,男 子服業 が初 めて独

立開業す る。 また一方 では,西 洋商館 のテー ラ甲が,御

雇外国人裁縫教師 として,目 本 の洋服企業へ流 出す る。

わが国へや って来た西洋人テー ラーの技術 は,横 浜商館

を媒体 に,流 出 と流入 の二系統 によって,目 本人へ伝 え

られた。来 目した西洋人業者 は,イ ギ リス,ド イツの本

格的テ ーラーのマ ニファクチ ュアである。 これ に対 して

ドレスメー カーは,滞 日外人 の妻 が経営す る縫子1,2

名ほ どの,小 さな店 で ある。店数 もテーラーに比べて少

ない。居留外人の衣服需要によって成立す る洋服業で あ

るが,テ ー ラ7に は幕末～明治初期 の洋式軍備 に,大 量

な軍服需要がある。 ドレスメーカーには,西 洋婦人 の注

文のみであ る。 この需要の相違 が,初 期 テーラー と ドレ

スメー カーに,大 きな格差 を生 じさせた。小規模,内 職

的な ドレスメー カーには,目 本 の裁縫職人 を雇 う必要が

なか った。わが国婦 人洋服業 は,前 稿 に記 した ブラウン

夫人}デ ピソン夫 人の場合 のよ うに,西 洋人家庭 の 「入

り仕 事」か ら出発する。 日本 の男子服業 と婦人服業の成

立形 態カミこのよ うに異るのは,洋 服業 を開いた西洋人テ

ー ラー と ドレスメーカーの
,需 要関係 に起因す る業態の

相違 による ものである。

新 来の異質 な産業 を,ど のよ うに採 り入れ るか。(a),

目本 人が渡欧 して直接学 んで来 るもの,(B),御 雇外国人

の指 導 を受ける もの,(c),業 者が来 目 して業 界 を 形 成

し,印 本人へ の技術伝習 が行われ る。以上の ように,各

種のパ ター ンが ある。デ ィレク トリイは,洋 服業 にB型

とC型 の行われた ことを明 らかに している。 デ ィレク ト

リイに表われないA型 も,男 子服業 に行 われ ている。洋

服 業の成立には,以 上三形態 のすべ てが見 ら れ「る け れ

ど,そ の主流 はC型 の西洋人 開業 である。幕未,明 治の

外来 新産業界では,金 融,貿 易業 を除いて,C型 は特殊

なケー スで ある。二 次産業 の洋服業 は,ヨ 弘 ロッパ か ら

汽船で1ヵ 月半 もかか る遙 かな 目本へや って来 たテー ラ

ー,ド レス メー カーに よって,業 界 が形成 され たのであ

る。香港,上 海の根拠 地か ら,彼 等 は進 出して来 た。 こ

の西洋人業者に続いて,来 目中国人 の開業 が,さ らに特

種な形態 を表出す る。彼等 はわが国よ り早 く開かれ た中

国洋服 業界の,テ ー ラー,ド レスメーカーであった。 日

本人初期 業者には,こ の中国人商館 で技術 を習得 した者

がかな りい る。中国人業者 は西洋人 と同様 に,日 本人へ

の技 術伝習 の役割 を担 ったのである。彼等 の優秀 な技術

に よって,中 国商館 出身 の 日本人職人 にも,高 い技術的

評価 が与え られた。

デ ィレク トリイに見 られ る西洋人業者 と中国人業者 の

発展段 階(表2)は,わ が国洋服着用の実情 を明示す る

ものである。婦入服着用 の増大す る鹿鳴館洋 装 流 行 期

の,西 洋 商館 と中国商館 の対比 に,着 用者の貴族 性が露

呈 されている。 明治政府欧化政策の貴族服 には,中 国人

ドレスメーカーを受 け入れ る素地がなか った。 これに対

して,明 治後期 の申国商館優勢 には,着 用者の増加ばか

りでな く,着 用意識 の変化が見 られ る。明治洋装の貴族

性 は変 らないが,こ れは欧化政策の舞 踏会衣裳 で は な

く,国 際志 向の生活服装 として,着 用 されてい る。 この

着用意識 の変化 が,中 国業者の技術的評価を認めたので

ある。 中国商館 ドレスメーカー側 もそれに対応 して,テ

ーラー ・アン ド・ドレスメー カー とい う独 自な経 営方 式

によって,発 展 をはかった。

1910(明 治43)年 以降 のデ ィレク トリイには,居 留西

洋人 の生活 に必要 な各種 の日本人業者が採録 される。条

約改正 が1899(明 治32)年 に実施 される と,内 地雑居 が

行われて,西 洋人 の日本人業者 を利用す る事 が多 くなっ

た。洋服業 も 「洋服,服 飾 品TailorandOutfitter」

の項 が,毎 年掲載 され る。 しか し,そ れは著名 な業者 に

限 られ,日 本人業界の全貌 を知 ることができない。 むし

ろ,デ ィレク トリイの西洋商館,中 国商館 の年 次的推移

が,わ が国洋服 業界 の実像を示すめである。両商館 それ

ぞれ の発展形態 に,生 活様式の変化が現象化 されて,わ

が国洋服 の実存性 をた しかめ ることがで きる。

(14)
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邦三郎,田 畑年光の諸氏

r横 浜市史』第4巻 下

11)子 息,坂 田直次氏談話

12)r在 日華僑百年史』鴻山俟雄 昭和54年

13)r神 戸洋服百年史』神戸洋服商工業 協同組 合.昭 和54

年 一 一

14)周 瑞卿子息,周 耀楯。順 記弟 子,張 金順氏談話 …

15)京 都業者 田 中辰次氏談話

16)周 耀楯氏談話

表一1.1～1.6横 浜 中国人洋服業者表

1業 者初出の1868(明 治 元)年 か ら,大 正期,1926(大 正15,

昭和元)年 までを表示す る。

21920(大 正9)～22(大 正11)年 及び24(大 正13)年 は,中

国商館抄録Directory欠 本 のため,削 除す る。
3略 号T.=tailor,.

D.=dressmaker

T.D.=tailor.&dressmaker

4符 号 口=商 館番号不明

表2年 度別横浜商館数

1業 者初出 の1862(文 久2)年 か ら,大 正期,1926(大 正15,

昭和元)年 まで を表示す る。

21920(大 正9)～22(大 正11)年 及 び24(大 正13)年 は,(表 一

1)と 同様に削除する。本文 参照
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表1・1,横 浜 中 国 人 洋 服 業 者 表

年 代

商 館 番 号

商 館 名

種 類

AA一

杢騾
父乙乙

.一.一

杢署
兌邑

A一

八盟fp
O3v

A-

4- 　

A一

奎咢
駒一ゆv

A一

八盟
さ誓
_口

A　

八 盟

茜至

.一.
一

糴
A一

八盟
圭萱
/丶v

A-

a

t10

A㎜

殳矍

A一

糴
WaSing T. !81. 81 81 81 81 81 81 81 81 81 8i 81

QuangChong T. 165 165 165 165 165 164 164 164 164 164 164 164

AhWah T. 49

Stultz-一>HingChong T. 71 59 59 59 59 53 53 51 51 51

CockEye T. 80 80 80 80 80
'80

80 80 80 80
TongQuang T. 136

WoonKee T. 165

LienSing T.D. 97

CheungSing T. 97 97 97 97, 97. 97 97 9?

MinShong T. 166

ChongSing,ChongKee&Co. T. 81. 81

ChungSing T. 80

ChungChow T. 82 , 82 82

AhLong T. 106 106 106

AhMing T. 157 157 157

AhShing T.-T.D. 174 174 174

TengWong T. 189 189 189

Chingly D. 106 106 106

SunMun D. 106 ios 106

AhWing D. 164 104 104

Hong-Chong T. 51

SengZong T. 97

Clieung-Zing T. 136

AhShing D. 97

AhLong D. 189

表2,年 度 別 横 浜 商 館 数

齢

年 代

商 館 番 号

業 種

.一,一

楼
乙こ2

v

A一

丕菱
乙>3
二 口

一 〇

杢落
ノ 丶 一

四 乙

,一.-

JZ

ノ 丶 一→

五 乙

A一

鷹
/¥2
y
ノ丶口

し

.一.一

杢慇
宅且

AA一

杢騾
穴4さ

A一

杢盟
兌3

,一.一

舎矍

A一

八盟
七(q4
一 口

A一

全咢
一 口

iii
A…

全咢
二 　

_A

盞墾

西

洋

人

Tailor 1 1 2 2 2 7 6 7 8 6 7 5
"6

Dressmaker 0 0 0 1 1 1 2 2 4 3 4 2 3

計 1 1 2 3 3 8 8 9 12 9 11 7 9

中

国

人

Tailor 2 2 7 4 6 5 5

Dressmaker

Tailor&Dressmaker 1

計 2 2 7 4 7 5 5

A一

鑼
二 口

A一

八 艱

茜蘯

,一.一

八 盟

饕

A　

一{.fC7

y29
/丶v

ヒi}1

.[
A一

八 翌

遍

.一.
一

八 盟

翹

A冖

/Z

32

.一.一

九艱

8塁

i
.一,一

曝一 V

r.一

蛬矍
_星

,一.一

九 艱o'°

36
_V

1
A一

蠢矍

.一.　

038

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .

2 2 2 2 2 2 2 2 Z 3 5 6 6

6 6 4 4 4 4 4 4 4 5 7 8 8

8 is 11 11 14 13 11 12 12 13 13 15 16

4 3 4 1 1 2 1 1 1 6

4 4 5 3 5 6 6 6 5 7 6 5 5

16 19 20 1s 20 21 17 18 17 21 20 21 27

16



表1・2り 横 浜 中 国 人.洋 服 業 者 表

年'代

商 館 番 号

商 館 名

種 類

.一.-

lZ q
13

A一

粥
14.
v

.一,一

鑼
一v

A一

覊
二v

A一

蠡矍

,一.一

入 盟

蕪

A一

全糶
/丶 星

A一

糴
A一

入 盟

靆

1
,一.一

入 盟

発鬱

A一

糴
.一,一

蜜
v

QuangChong T 164 164 164 164 164 164

CockEye T. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

ChungChow T 61 61 si s1 61 61 61 61 61 61 61 61

AhShing T.-T.D. 174 174 174 174 174 174 104 174 82 口 口 16

AhShing D. 9?.
1

C.KwongChee T 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

KeeCheong T 43 43

Kons-Shov-Goh T 51

AhHow T 51 51

ChunSeng T 51 51 51 51 51 51

SunLung(AhSun) T 156 156 156

A一

糴
,一.一

八 盟
t9
/丶 　

A一

入 盟

選

.一,一

八 盟

超

1
A一

八 嬰

莞逼

A一

書矍

1
,一.

一

八艱
八?i314
一 星

,一.一

八盟
丞譫
一V

A一

八盟
丞据
e口

ii
A-

_明

蠡趁

A　

八 艱

全逼

A　

八盟
杢潟
ノ丶v

.一.一

八 盟

遡

A一

糴
A一

八 盟s

a

i
A一

八 盟
7n
23

A一

八 盟
(u

24一 口

A　

-25
一 星

i

7 9 7 6 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 2 2 2 2

11 13 12 11 9 9 9 7 z 8 6 6 6 5 5 5 5 6

6 6 11 10 13 5 7 6 5 6 6 5 6 6 6
亀

5 5 5'

3 3 5 1

6 6 14 13 18 6 7 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5

A一

鏘
/丶 　

ii A一

耄墾

A一

九 盟

翹

A一

九 艱

完婆

i
,一.一

螺
043

,一.一

螺
44

一一

九鮭
一_咀

一45兀
一一

.一.
一

九歪
一2
二 口

iiiii
A一

壁
四 色

.一.一

空歪
五4

A一

確
_e_.5
ノ丶 星

A一

九歪
一

七 豆

A一

九歪
一

八ヱ

一,

九歪
一

九8

iii_i
A一

些歪
=12
ev

A一

些歪
玉畢

羸

輦署
工15元
!丶一

2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 5 0 0

5 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 7 6 6 6 0 0

7 6 7 7 9 10 10 11 11 11 ii io 10 11 i1 0 0

19 12 11 13 15 ・19 25 2.3 22 18 18 is 21 ・18 14 3 3

7 6 7 7 7 6 1 1 5 5 4 2 2

7 7 6 9 10 9 9 11 11 11 12 13 1s 14 9 4 4

33 25 24 29 32 34 35 35 38 34 34
L

・33 39 32 23 7 7
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表1・3,横 浜 中 国 人 洋 服 業 者 表

年 代

商 館 番 号

「

「商 館 名
ち

種 類.

A一

钁
一 口

A一

螽羅、
_'　

圏

.一.一

糴
.

A.一

糴
A一

八盟碯

ノ丶v,

,一.一

発盟
七34

A一

八 盟

突垂

A一

糴
A一

き署
033

A一

き矍
一 v

A一

き矍
一r-v

A一

钁_口
CockEye T 80 80 .80 80 80 :i 801 . 80 80 80 80 81

ChungChow T 16 16 is is is 16 16 16 16齟 16 16 16

AhShing T.-T.D. 16 16 1G・ i8 16 16 16
+Dト う

is i6 16 16 16

I

C.KwongChee

齒

T 165 165齟 i&5 1ss 76:5 165 165 165 165 165一 165 165

ChunSeng T 51 5i 5i. 51 5i 51 51 51 51 5i 51 51

AhChing T.D. ld3 lU3 口 i36 i36 1.36 136

KingFhi T.D. 334 i34
「

YongFat T.D.-D. 134 」1134・ [コ [コ 189 :・ :・ 189
一D

189 189 :・

WaSing T. 136 i36 136 i36

HongSing T. 157 25?

TongYuenSung T.D. 167 ,

EuJay T 189

MuChee D. 157

RenGi D. 364 157 154

WoSxng D. 189・ 96 96 1

SingCheong D. 192 192 192

KingTai T.D. 80 80

MuGian T:-T.D. 107 lQ7
+D→

107 107 107 107幽

NanHing
髄

T 136 136

SkiingCheong T.-T.D. 15?
・畳・D・→

157 157 107 107 iO7 zoo 107・
TanYongTai T.-T.D. 165

i-D→

iss :・

HungSeng T. 165

NyunKee T.-T.D. 107 107
.,-D-,

ion

Ung-Ki T.D. :・ 189 80 107 107 107・ 107 107 307.

ShOwHow T.D. 189 卜

HopKee D. 189 :・ 106 106 1嚠

MoShang T. iO6 146

.SungWo T. 80 80

AhLing
匸

T. 97 97 97

SunKee T.D. 106 106 106 10s 106 106

YongKee T.D. 106 106 106 106 106 106 106

F.ChangKee T. 136 136 123 123 123 123

HarShing T. 136 :・ 189 189 189 189
..

Vo.Hing T. , 189

T.Yong-Tai T.D. 81 81 81 81 81 81

Vat.Kee&Co.
: T. 147

AhPoc T. 189
TR

en-Ci D. :・

AnNie-Tuck-Chung T. is

TuckChung
`1`
. 31 31

Fo,Shing T.D. 108

YaeSkiing T. 108

SeeKee T. f: t: 108 1:

Tang.Cheong T. 185 (19釜 81 81

RinGi T. 108 1'

AhLeng&Co. T.D. 13

C.'`F'om&Co. T.-T.D. 31 31

ChingKee T.D. 106 106
『CaygChow

T. 108

}

し

AhLong T.-T.D. 108 108

YeeSkiing D♂ 106 107

Y.Sung T.D. 16

;

F.ChngChow T. cos

SungChong T. 108

ヨ EnDon T. 136

;
'

、

-
、

`r
.

1
.

畷

17

r
卩

r

」～

ー

[ ,1

.
'
」
r
7
r

監
厂

昌 」
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表1・4,横 浜 中 国 人 洋 服 業 者'表

年 代
,鹽

商 館 番 号

商 館 名

種 類

A一

九盟
゜14!37

A-1
九.till

°ri,

3%38

A　

覇
/丶 　

A一

九盟

宅fif.40

A一

九 盟

処

A一

九盟
゜"`AA

A一

九ull
`ロー

043

A一

九累

:44口

CocicEye T 81 81 81 81 81 81 81 80

ChunChow T 16 1s 16

AhShing T.-T.D. 16 16 16 16 16 16 16 16

C.KwongChee T. 165 165 165

ChunSeng T. 51 51 51

YongFat T.D. 189 103 103 103 103 103 103 103

Ung-1{i T.D. 107 107 80 80 80 80 80 80

YongKee T.D. 106 106 106 108

HarShing T. 189 ion ion 10? ion 107 106 107

T.Yong-Tai T.D. 81 81 81 81 81 81 81 81

SeeKee
"r

一 ios 108

TongCheong
'1'

81 81 81 81 81 81 81 81

C.Tom&Co. T.-T.D. ai
+D

31 31 31 3i 31 31 31

AhLong r.-T.D. 108 108 108 108
t-U

35 35 35 35

YeeShing D. ion

Y.Sung T.D. 16 16 16 16 16 16

SungChong T. 108

EnDon T. 136 136

WirgChinTai T. 51 51 51 51 51 51 51 51

WanShing T. 125

ChengRing T. 151

CheongTuckKee T. 126 126 126

KwanKee T. 1.33 133 133

KamCheong T. 151 151

YourShong T. 187 187 81 81 81

CheongHing D. 151 151 151 151 151 151 151

LingSeng D. 151

LinKee D. 151 isr 151 151 151 151 151

KwonYuKee D. 151 151 151 151 151 151 1si

CheongKee D. 189 189
..

SangLung D. 189 :・

TongMengKee D, 107 ion 107 107 ion 106

Songiii T. 103

HenSin T. 107

AhCheong T. ios 108 108 108 108 108

SungCheong T. 124

LooLelSeng T. 151 151 151

SongKong T 151
I

TongMenKee D.-T. 107 107 10? 107 107 ion

RonKee T.D. 106 106 106 106 106 106

NanSung&Co. T. 181 181 is1 181 181

ShingChong D.-r.D. 106 106 106

FowShing T. 187 18?

ShonShin D.-T.D. 79 97 16
+・r

16

ChingShing T.D. 80 80

ShingChong T.D. 106 1G6
6

H.Tom T. 124
'1'

suZonYa T 132

ChingSkiing T. 148

AhCliou T.D. 184 61 61

ChingShing T.D. 81

ChingSian&Co. T 101 101

YongTai T 103
/1°3`
106

ChonKee T 106

K.Thoms&Co. T 108 108

ShangKee T.D. 124 124

YuenKee T 148 148

WanLoongKee T 152 152

A.Tong T.D.-T. 81

卜

.

AhSung&S.Sekiya T 97

AhYang T.D 106

1{ongLong T 129

YeeSung T. 151

ShingSung T. 165

WongKeeSing T. 189 :
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表1・5,横 浜 中 国 人 洋 服 業 者 表
,

年 代

商 館番号＼

商 館 名

種 類

、AA一

九盟歪
一 一一
_45兀
一口 ∀

A一

九歪
一2
_口

A一

九歪
一

四3v

A一

九歪
一

五4

A一

九歪
y5
!丶 口

A一

九歪
一

七ゑ

CockEye T. 80 80 80 80 80 80

AhSing&Co. T.D. 16 16 16 16 16 16

YongRat T.D. 187. 187 187 187 187 187

Lng-Ki T.D. 80 80 sa 80 36 36

HarShing T 107 ion 107 107 107 107

T.Yong-Tai T 81 81 185 185
幽185

185

TongCheong T 81

C.Toms&Co. T.D. 31 31 31 31 31 31

AhLong T.D. 35 35 35 35 35 35

WingChinTai T 51 51

AhCheong T. 108齒 ios

TongT　 lenKee D. 107 107 107 107 107 107

RonKee T.D. 106 10s 106 106 los 106

NanSung&Co. T 181 181 181 181 181 181

ShonShin T.D. 16 .

AhChou T.D. 61 61 61 61 61 61

K.Thoms&Co. T 108 108 108 108 108 108・

WanLoongKee T 152 152 152 152 152 152

Ya(i)ckKee T. 152 152 152 152 152 152

A.Tong T.D厂T. 80 80 T187 187 187 187

ChingSung T 165 165 165 165 155 165

ShouChong T. 97

D.AhSunCo. T. 97

AhYong&Co. T 106 ユ06 /ios¥
ios

(1°6`
108 (i°sios

1°6

.108

ShonKee T. 106

ManShing T. 121 121 121

Chu-Tai T. 132 132 132 132

LingKee T. 151 151 151 151 151 151

Ko-Yu-Kee T. 151 151 a5i 151 151 151

RioRenKo T 151 151

Chin-1-Thi-Sho T 152 152 152 152 152 152

Kaku-Kee-Kei T 152 152 142 142 142

Yoihing T 157 157 157

Mandaring T. 185 185 185 :185 1s5 185

AnTai T 187 18? 187 187 18? 187

FuLee&Co. T.D. 36 38 36 36 36

K.Thomas&Co. T.D. 36 36 .36 36 36

E.P.Thompson T.D. 78 78 78 78 81

ShowKee
.T

. 97

YoungKee T. 107 107

ShoneShing T. 34

ChunSeng T. 164 164
(164
¥169 164

FukuTai T. 186

Sun&Co. D. 37 37 37

ChongShing D. 81 81 81

K.F.ChangCo. D. 81 81. 81'

ShonKee D. 97 97

LunShing T. 12.1 121 121

YoungShong&Co. T.D. 16 16

C.JanYong T. 81 81

G.L.Wong T.D.. 61

TaiSun T. 121

TahLee D. 34
.
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表1・6,横 浜 中国人洋服業 者表
」.

年 代・

商 館 番 号

商 館 名

種 類

,一.　

九杢

/Z?

A一

九歪

h8

A一

蛭
=12
二 　

A一

些歪
14

AA一

瑠薯
_x_15元
/丶口 星

CockEye T 80

AhSing&Co. T.D. i6 32 32 97 97

YongFat T.D. 187 107

Ung-Ki T.D. 36

HarShing T. 107 107

T.Yong-Tai T 185 185 185

C.Tom&Co. T.D. 31 31 31 31 31

AhLong T.D. 35 35 35

TongMenKee D. 107

RonKee T.D. 34 34 34

NanSun&Co. T 181

K.Thoms&Co. T. is
亀

WanLoongKee
,

T 152 152

Ya(i)ckKee T. 152

A.Tong T.D.-T. 187 187
,

ChinSung T 165 165

AhYong&Co. T /1°6`108 108

LingKee T. 151 151

Ko-Yu-Kee T. 151

Mandaring T 185

AnTai T 187 187
'

FuLee&Co. T.D. 36

K.Thomas&Co. T.D. 36

E.P.Thompson T.D. 81 81 81

ChungSeng T 164

YoungShong&Co. T.D. 16

C.JanYong T. 81 81 54

G.L.Wong T.D. 61 61 61

TahLee D. 34

TamSung&Co. T.D. 16 16 16

YongKee T.D. 37 37

AhChang T.D: 108 is

C.H.Tom&Co. T. 126

W.TungFin&Co. T.D. 139 139

H.Muso T. 139 139

LenKaiMee T. 146 146

KockHingChong T: 151 151

LeonChunChen T. 156 156

K.F.Chang T. 184 184 :一

.

RongShing T.-T.D. 34 34 36. 36

YoungShong&Co. T, 36 36
一

TomSong T. 80

ShingKee T. 103
'

AhSan&Co. T. 165

JohnShing T. 34

C.VahSing T. 36

YouLee T. 50
■

KinYoKee T. 80

TomShin&Co. T. 80

T.SungTai T.
. ・80

YongShing T. 81

AhYalユg T. 81

T.F.Cheong T. 81

K.H.Tom T. 36

SongShing T.D. 36

Shu&ChangCo. T. 73 73
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