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チ
■■l

ヂ
)

卓

.

ヂ

て
･･

:
号
ヂ
こ

去
■
■
ヂ

こ

一
事

ゝ
■
♪

ト

二
i

て

ニ

∴
†

子
-

■

㌣

妻

妻
章
■

l

完
‾
雲 海

洋
螢
展
と

そ
の

商
人
ギ
ル

ド

根

岸

′

倍

蔑
め

ギ

ル

ド

を

結
成
し

た

ば

か

り

で

た

く
､

海
洋
貿
易
の

薦
め

に

も

亦

ギ
ル

下

を

親

裁
し

た
｡

礪
逸

､

冒
険
心
に

富
み

､

北

欧

諸
幽
や

英
国
に

邁
進
し

､

至
る

所
ハ

ン

ザ

を

構
成
し

た
と

停
へ

ら

れ

る
｡

中

国
は

大

陸
に

任
す
る

け
れ

ど

も

猿
ほ

東
方
沿

海
に

河

北
､

山

東
､

江

蘇
､

漸

江
､

再
建

､

廣
東
の

六

省
が

存
す
る

｡

河

北

山

東
は

僅
か

に

鶉
洲
朝

鮮
と

通

商

す
る

に

過

ぎ

億

か

つ

た

が
､

江
､

断
､

開
(

福
建
)

､

魯
(

贋
東
)

は

近
き

は

墓
碑

､

日

本
､

遠
き

は

東
南
亜

細
亜

諸

国
及

南
洋
群
島
と

貿
易
し

た
｡

そ

し
て

彼
等
は

所

在

に

ギ
ル

ド

を

組

赦
し

た
ナ
+

と
､

略
ほ

中

世
の

喝
逸

諸
都
市
の

溶
洋
商
人
に

異
た

ら
な

か

つ

た
｡

九

第
一

中

国

海

商

､

ヰ

囲
仁

は

秦
漢
時
代

よ

り

海
洋
貿
易
を

営
む

商

人
あ
つ

た
｡

し

か

し

塵

朝
の

政

策
如

何
に

依
り

海
商
の

業
務
必

ず
し

も
一

で

た
い

｡

唐

宋
は

開
港

場
に

市
舶
司
を

昏

針

そ
■の

貿
易
を

官
営
に

し

た
の

で

海
商

は

ぜ

拝
し

て

外
囲
で

貿
易
を

篤
ナ
に

止
つ

た
｡

元

竺
歩
を

進
め

､

藻
民

族
の

海
洋

餐
展
と

て

の

商
人

ギ

ル

戸

｢

て
く

ノ



一

橋

論

叢

夢
二

十

六

番
■

第
一

壊

港
南
に

出

資
し

て

貿

易
を

焦
さ

し

抄
､

そ

の

利
潤
を

支

配
し

た
の

で

此

種
の

海
商
は
コ

ン

メ

シ

ダ

式
㌧の

出

港
た

る

に

過

ぎ
た

か

つ

た
｡

明

恩
買
制

寧
ぜ

執
り

､

『

寸
板

不

落
二

下

撃
』

を

鏡
則
と
し

た
の

で

法

制
上

海
商
た

る

も
の

存
し

な

か

つ

た
｡

清
は

貿
易
の

官
螢

を

罷
め

け

れ

ど

も
､

唯

庭
門
よ

り

墓
碑
及

南
洋
に

､

寧
波
よ

り

日

本
に

出
で

､

貿
易
を

焦
す
を

許
し

た
の

で
､

海
商
の

活

動
範
囲
頗
る

制
限
せ

ら

れ

た
｡

こ

れ

等
は

何
れ

も

皆

礪
逸
ハ

ン

ザ

所

属
の

海
商

と

大
に

趣
き

を

異
に

す
る

｡

し

か

し

歴

代

官
許
を

受

が
た

い

で
､

海
洋
貿
易
に

従

っ

た

梅
軒
の

多
か

つ

た
こ

と

は

疑
い

た

心
｡

清
末

困
を

開
い

た
の

で
､

梅
商

は

始
め
て

そ

の

行

動
自
由
た

る

を

得
た

｡

■
更
に

著
は

れ

た

港
南
の

貿
易
に

用
い

た

船
舶
は

意

外

に

大

な

る

も
の

で

あ
つ

て
､

東
晋

時
代

既
に

二

百

人
を

載
せ

る

も
の

あ
つ

た
｡

し

か

し

こ

れ

は

外

国
船
で

あ
つ

て

中

国
船
は

之
に

及
ば
た

か

つ

宅

唐
采
に

重
力

造
船
技

術

観
る
べ

き

も
の

あ
り

､

高
麗
国
賓

客
舟
傑
に

揺

ら

ん
か

｡

客
船
は

長
さ

十

飴
丈

､

深
さ

三

文
､

潤
二

丈
五

尺
､

二

千

解
を

戟
ナ
べ

く
､

毎
給
水

手

六
十

人
ば

か

り
､
あ

り
､

別
に

紳
舟
と

既
す

る

も
の

ゝ

如
き

は

長
､

潤
､

高
､

水

手

数
客
船
に

三

倍
し

た

と

あ
る

｡

し

か

し

そ

れ

は

外

囲
辟
の

長
さ

二

十

丈
､

六
､

七

百

人
を

戟
す
る

も
の

に

及

ば

た

い
｡

宋
代

は

造

船
航

海
共
に

蟄
達
し

､

五

首

人
力
真

一

千

人
を

載
す
る

大
粒
を

作
り

出
し

､

外

人
に

代

は

り

粒
を

修
理

し

得
た
の

で

あ

る
｡

昔
時
の

船
舶
は

帆
に

依
り

進
航
し

､

無
風
の

七

き

漕
カ
に

依
つ

た
｡

唐
代

推
進
機
を

黎
明
し

た

と
の

詮
あ
る

が
､

宝

海

に

『

成
年
三

年
八
月

戊
申
達

般
務
匠

項

締
等
廠
韓
海
船
式
一

日

と
あ

る

の

は

之
を

指
し

た
も
の

だ

ら

う
｡

近

年
ま
で

西
江
に

於
て

楷
に

両

輪

を

挟
み

､

足

躇
に

て
､

渡
を

蹴
つ

て

進
む

も
の

あ
つ

た
が

ト

そ

の

飴
波
だ

ら

う
｡

彼
等
は
垂
且

は

日

を

観
､

夜
は

星

を

仰
ぎ

航
路
を

崇
め

た

が
､

塵
爽

陰
晦
の

た
め

針
路
を

誤
つ

た
｡

十
一

世
紀
に

至
り

羅
針
盤
を

教
明

し

た
の

で

航
海
安
全

と

な

り
､

外

人
は

中

国

胎
に

便
乗

す
る

や
う

に

た

つ

湾

彼
等
は

夙
に

恒
信
風
あ

る

を

知
り

､

三
､

⊥

有
東
北

夙
に

就
き

南
海
に

赴
き

､

五
､

六

月

西
南
夙
に

就
き

辟
観
し

た
｡

再
洲
可

談
に

外

賠
の

去

爽

を

記

し
､

『

船
舶
去
以
二

十
一

見

十
二

月
】

｡

就
二

北

風
】

｡

爽
以
二

五

月

六

月
】

就
二

南
風
㌔
』

と

言
へ

る

こ

と
に

後

β

i

㌻

■. 丁

･

J
′

′

r
ノ

+
■
二

-

→

た

■ヤ



ミ
ヂ
･

言
ご
二

､

三
享

′

言
軋

三
こ

さ
三
･
･

三
㌔

ノ
■

三
∴

}

二
一

∵

ニ

し
て

明
で

あ

ら

う
｡

南
海
は

風

波

険
悪
で

あ
■

つ

て
､

海
賊
横
行
し

て

己

ま

な

か

つ

た

の

で

海
商
は

之

に

傭
ふ

る

を

要
す
る

｡

末
代
に

て

は

大

給
数
百

人
を

戟
す
る

も
の

を

用
い

､

綱
首

即
ち

乗

組
頭

､

副

網
首

､

耗
事

即
ち

事
務

長
を

蟹
き

､

乗

組

人
を

取

締
り

､

そ

の

命
令
に

従

は

ぬ

も
の

を

苔
治

し
､

■
必

ず
武
器
を

具
へ

た
｡

清
代

に

は

小

舟
多

か

つ

た
の

で

そ

の

航
海
に

首
り

､

陸
上

の

保

甲

制
度
に

倣
び

､

十

隻
除

を

組

み
､

共
同

轄
保
の

責
を

負
ふ

た
｡

彼
等
が

南
海
諸
国
と

貿
易
す
る

に

航
程

幾
日

を

要
し

､

往

返
幾
年
月
を

資
し

た

か

に

つ

き

詳

細
■に

知
ら

れ

て

ゐ

な

い
｡

桑

原

博
士
の

算
定
に

填
る

に
､

唐
宋
時
代

廣
州
よ

り

ス

マ

ー

ラ

に

至
る

約
四

十
日

､

ス

マ

ト
ニ
フ

よ

り

甫
印

度
に

至
る

約
三

十
日

､

南
印

度
よ

り
ア

ラ

ビ

ア

に

至

る

約
四

十
日

､

合
計

一

百

日

内
外

を

要
し

た
り

と

の

こ

と

だ
｡

嶺
外

代

答
に

『

諸
蕃
之

入
二

中

国
】

｡

一

哉
可
二

以

往
逗
-

｡

唯

大

食
必
二

年
雨

後
可

｡

』

と

あ

る

よ

り

考
ふ

る

に

南
海
諸
国
と
の

荏

返
は

一

律
一

年
を

要
し

､

ア

ラ

ビ

ア

の

み
こ

一

年
を

資
し

た

と
の

こ

と

だ
｡

サ

プ

ア

リ

ー

商

莫
大

字

典
に

､

十

八

世
紀
和

英
に

於
て

､

廣
東
よ

り

海
南
島
に

至

る

八
日

､

交
址
シ

ナ

に

至

る

十
五

日

乃
至

三

十

日
､

遥

轟
に

至
る

三
､

四

十
日

､

長
崎
に

室

そ
一

十
五

日
､

ス

マ

エ
フ

北

葡
に

至

る

三
､

四

十

日
､

印

度
東
海

声
に

至

る

由
十
五

日

乃
至

六

十
日

を

要
す
と

記

し

て

ゐ

る
｡

該
字
典
に

は

印

度
ア

ラ

ビ

ア

問
の

航
程
を

奉
げ
ゐ

た

い

が
､

ソ

レ

イ

マ

ン

の

四

十
日

詮
信
ず
べ

き

も
の

だ

ら

う
｡

従
つ

て

清
代
に

於
て

も

廣
州

よ

り

ア

ラ

ビ

ア

に

至

る

百
日

内

外
を

要
し

､

唐
束
の

記

録
と

一

致
す
る

こ

と

が

列
■
る

と

息
ふ

｡

廣
州
よ

り

諸
因
に

至

る

距

離
■の

遠
近

に

依
り

八
日

乃
至
六

十

日

た

る

に

も

拘
ら

ず
一

年
一

往
返
な

り

と
の

詮
‥

は

無

稽
の

言
に

似
て

ゐ

る
｡

し

か

し

航
海
は

土

地

に

よ

り

至

邁
の

季

節
を

異
に

し
､

殊
に

恒
信
風
の

制
約
を

受
け
ね

ば
な

ら
ぬ

｡

例
之

廣
東
よ

り

交
址
シ

ナ

に

至
る

航
程
僅
か

に

十

五

日

に

過

ぎ

な

い

け
れ

ど

も
､

三

月

始
め
に

出

帆
し

､

七

月

始
め
に

辟
帆
す
る

を

可

と

す
る

か

ら

勢

い

商

船
は

一

年
一

同

往

返
す
る

こ

と
に

た

る
｡

ま

た

印

度
以

東
は

一

年
一

往
返
す

も
こ

と

出

来
る

け

れ

ど

も
ア

ラ

ビ

ア

に

至
つ

て

は
､

恒

信
風
の

関
係
に

依
り
一

往
返
二

年
を

要
す
る

こ

と

に

な
る

の

だ
｡

唐
采
の

造

船
航
海
は

之

を

中

世
猫
逸
ハ

ン

ザ

に

此

す
る

に

類
似
す
る

む

眞

民

族
の

海
洋

亜
展

と

そ

の

商

人
ギ

ル

ド



〇

一

倍

裔

叢
.
第
二

十

六

春

草
一

凍

の

少

ぺ
な

い

が
､

精
々

優
る

や

に

考
へ

ら
れ

る
｡

叉
マ

ッ

ク

ス

･

ウ

ヱ

バ

ー

は

申

せ
に

放

け
る

商

賠
醸
成
行
の

卒

均

期
間
を

苧
竿

乃

至

ケ

年
で

あ
つ

た

と

言
つ

て

ゐ

る

が
､

. ■
そ

の

貿
易
圏
が

華
南
の

そ

れ

に

比

し

及

ば
た

が
つ

た

首
然
の

結

果
で

あ

ら

う
｡

マ

ッ

ク

ス

･

ウ
ヱ

バ

ー

の

詮
に

操
ら

ん

か
｡

中

世
の

海
商
は

殆

ん

ど

個
人
の

計

算
に

て

船
舶
を

建
造

し

た
こ

と

な

く
､

常
に

多

く
の

仲

間
に

依
つ

て

建
造
さ

れ

た
｡

海
上

企

凄
も

ま

た

同

心

く
組

合
に

依
り

経
営
さ

れ

た
｡

組

合
は

壁
土

､

船
長

､

乗

込
月
及

同

乗

す
る

商
人

を

合

そ
一

定
の

比

率
に

依
つ

て

損

益
を

分
配
し

た
｡

商

人
は

眉
ら

そ

の

商

品
を

携
へ

て

行
き

小

賛
し

冤
此

習

慣
は

清
次

戯
れ

､

之

に

代

は

り
コ

ン

メ

ン

ダ
た

る

も
の

形

成
せ

ら

れ
､

ソ

シ

ヱ

タ

ス

､

マ

ウ

ス

も

ま

た

同

時
に

形

成
さ

れ

た
｡

コ

ン

メ

ン

ダ

制

度
は

中

世
を

通
じ

一

般
に

行

は

れ

た
が

､

そ

の

取

引

高
は

僅
少
で

盾
っ

て

純

粋
小

安
商

人
に

よ

り

行
は

れ
､

十
二

せ
に

於

け
る

言
ン

メ

ン

グ
の

平

均
額

一

千

.

礪
逸

銀
貨
.

マ

ル

ク

セ

あ
つ

た
と
の

こ

と
だ
･｡

そ

の

詮
の

雷
香
は

暫
ら

く

措
き

､

之
を

中
国

古
今
の

海
商

と
比

較
せ

ん

か
｡

中

国
に

於
て

は

賠
舶
が

合
役

印
ち

合
手

的
商
事
組
合
形

態
に

於
て

建
造

す
る

こ

と

行
は

れ

た
｡

海
上

企

業
は

組
合
に

依
り

経
営
さ

れ

た

や

香

や

詳
に

し

難

い

が
､

便
乗
す
る

商

人
が

僅
少
の

商

品
を

携
へ

て

小

葉
し

空
+

と

も

あ

る
｡

捧
洲
可

談
に

『

商

人
分
占

貯
レ

償
｡

人
約
数
尺

許
｡

下

以

貯
レ

物
｡

夜

臥
二

其
上

】

｡

』

と

あ

る

に

ょ

り

略
ほ

察
す
る

こ

と
が

出

来
る

｡

彼
等
が

至

る

肝

そ

の

携
へ

た
も
の

を

小

哀
し

空
し

と

請
書
に

依
り

明

か

で

あ

る
｡

彼
等
は

夙
に
コ

ン

メ

ソ

グ

を

作
る

外
､

ソ

シ

ヱ

タ

ス

､

マ

リ

ス

を

結
ん

だ
こ

と

は

拙

著
『

合
股
の

研

究
』

で

詳
に

し
て

ゐ

る
｡

コ

ン

メ

ソ

ダ
の

取

引

額

僅
少
な

る

も
の

､

存
し

た
こ

と

も

ま

た

寄

算
で

あ

る
｡

従
つ

て

中

国
古
今
の

▼
海
商
に

中

世
鹿

部
の

そ

れ

と

同

じ

鮎

あ
る

け
れ

ど

も
､

ま

た

異
る

所

た

い

で

も
な

い
｡

唐

采
時
代
の

コ

ン

メ

ン

グ

は

互

萬
の

富
を

積
め
る

高
官
が

自

家
所

有
の

大
拾
に

移

多
の

賓
貸
を

満
載
し

､

出

梅
を

し
て

貿
易
せ

し

め
､

元
代
の

コ

ン

タ

ン

ダ
の

如
き

は

政

府
の

出

資
に

係
る

も
の

な

れ

ば
､

マ

ッ

ク

ス

･

ウ

ヱ

ー

バ

ー

の

所

謂
海
上

企

菓
と

趣
を

異
に

す
る

｡

商

富
の

出

資
に

依
る
コ

ン

メ

ン

グ
た
り

と

も
､

そ

の

規

模
大
た

る

も
の

あ

り

し

は
､

長

■■ヂ
.

-

■
+

盲

√

｢ サ
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崎
貿
易
に

於

け

る

塀
銅

商

鏡
氏
の

例
に

徹
し

て

明
で

あ

る
｡

又

中

国
溶
商
は

必

ず
し

も

小

頁
を

専
に

せ

ず
､

由
責
を

す
る

｡

嶺
外
代

答
に

■
『

惟
富
商

版

義
､

自
レ

萄
至
レ

欽
｡

自
レ

欽

易
レ

香
主

義
｡

､
歳

二
仕

遺
｡

毎
二

博
易
∵

蓼

敦
干

婚
-

｡

』

と

あ

る

よ

り

考
ふ

石

に
､

末
代

欽
州
に

於
て

錦
香
交
易
に

従
事

す
る

海
商
が

大
部

棄
を

患
し

た
こ

と

が

列
る

｡

海
商

は

特
定
仲
立

人
の

手
を

経
て

買

賛
し

､

小

安
す
る

も
の

で

た

い

こ

と

は

中

国
の

膏
例
で

あ
る

｡

斯
の

如
く

､

中

国
海
商

は

礪
逸
ハ

ン

ザ

の

そ

れ

と

同

異
あ

る

け

れ

ど

も
､

交
通
不

便
た

る

時
代
に

於
て

内

外

交
易
に

鴻
益
を

輿
へ

､

各

自
民
族
の

海
外

進
出
に

功

績
あ
つ

た
こ

と

は

そ

の

揆
を

一

に

す
る

｡

第
二

華
僑
の

居

留
地

貿
易

▼

礪
逸
ハ

ン

ザ

に

属
す
る

海
商
は

貿
易
の

便
の

蔑
め

､

出

先
に

於
て

数
堂

を

建
て

､

商

店
を

設
け

､

や

が

て

そ

の

店
数
増

加
す
る
に

及
び

､

▲n

r

共
同

自
治
を

営
む
や

う
に

た

つ

た
｡

ワ

ン

下

ン

に

於
て

は

属
地

主

義
行
は

れ

た

た

め
､

原

則
と
し

て

ロ

ン

ヂ

ン

市
民
と
同

等
の

特
権
を

享

有
し

た
｡

ウ

ヰ

ス

ピ

ー

に

於
て

は

属
人
主

義
行
は

れ

た

た

め
､

魂
逸

固
有
の

法

制
と

慣
習
に

基
き

､

自
億

生

活

し

た
｡

彼
等
は

計
ら

そ

の

首

長
を

選
馨
し

た

が
､

雷
該

政

権
に

依
り

任

命
せ

ら

れ

る

も
の

も
あ
つ

た
｡

中

国
拓
商

は

海
外
に

於
て

鶴
逸

商
と

等
し

き

方
式
で

居

留

貿

易
し

た
も
の

だ

ら

う
か

｡

中

国
は

上

古
か

ら

南

海
諸
鱗
と

交
渉
少

く
た

く
､

■
そ

の

多

く
を

嵐
邦
若
く

は

朝
貢

囲
と
し

た
｡

従
つ

て

中

国
海
商
は

区
々

ね

る

都
市
を

背
景
と

し

外

囲
に

出

版
し

た

猫
逸
ハ

ン

ザ

の

そ

れ

と

異
り

､

堂
々

た
る

中

華
の

､

臣
民
と

し

て

屠
邦
乃
至

朝
貢

囲
で

貿
易
す

る

も
の

だ
｡

そ

れ

で

彼
等
は

南

海
諸
国
に

於
て

貿
易
居

留
す
る

に

つ

き
ハ

ン

ザ

商

人
よ

り

も

有
利
で

あ
る

べ

き

筈
で

あ
る

｡

そ

れ

を

明
に

せ

ん
に

ほ

発
づ

湊
民

族
の

海
洋

愛
東
と

そ
の

商
人

ギ

ル

ド

占
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中

国
■の

外

商

待
遇
を

詮
か

た

け

れ

ぼ

た

ら
ぬ
｡

ノ

外
商
の

中

国
に

於
て

貿
易
居
住
す
る

こ

と
の

盛

ん

に

た

つ

た
の

は

唐
宋
で

あ

る
｡

常
時
の

外
商

は

ア

ラ

ビ

ア

人
を

主
と

し

た
｡

彼
等
は

開
市
場
に

於

け
る

一

定
の

区

域
に

於
て

貿
易
居

住
す
る

こ

と

を

許
さ

れ
､

之
を

蕃
坊

と

名
け

た
｡

蕃
坊

と

は

蕃
人
の

居

住
す
る

市
待
の

義

一

■
で

あ
つ

て

居

留
地

に

該
常
す
る

｡

居

留
地

に

は

蕃
長
と

各
く
る

役
人
が

置

か

れ

る
｡

中

国
政

府
は

居
留
蕃
人
中

資
望
あ

る

も
の

を

選
ん

で

蕃

長
と

篤
し

､

■
蕃
人
に

関
す
る

事
務

を

暮
ら
し

め

た
｡

唐
に

通

商

し

た

ソ

レ

イ
マ

ン

の

詮
に

括
る

に
､

蕃
長
は

イ

ス

ラ

ム

教
徒
問
に

生

ず

る

争
議
を

裁
列
し

た
の

み

た

ら

ず
､

式
日

に

信
徒
L

共
に

宗
教

的
行
事
を

勤
め

､

詮
敬
し

た

と
の

こ

と

だ

か

ら
､

祭
祀
長
を

乗
ね

た

も
の

だ

ら

う
｡

同

時
代

西
域
地

方
か

ら

中

国
に

束
た

蔵

敷
徒
即
ち

葬

火

教
徒
も

ま

た

政

府
よ

り

任

命
せ

ら

れ

た

同

啓

類
蕃
長
発

条
祀

長
に

依
り

教
規
に

塞
き

支

配

せ

ら

れ

た
｡

唐
律
に

『

諸
化

外

人
同

類
相

犯

考
各
依
二

本

俗
法
㌔

異
類
相

犯

者
｡

以
二

法

撃
論

｡

』

と

あ
り

外

国
人

に

封

し

略
ほ

治

外

法

権
を

認
め

宅
紀
元

前
五

官

七

十

年
頃

嘆
及

王

ア

マ

シ

ス

が

希
隠
人
に

ノ

ー

ク

ラ

テ

ス

に

於
て

商

館
を

建
て

､

別
個

敢
合

と

し
て

彼
等
白

身
の

法

律
を

行

使
し

､

そ

の

紳
を

稽
弄

す
る

こ

と
を

許
し

､

彼
等
の

内

か

ら

義
邦
官
を

選
び

､

そ

の

法

律
習
慣
に

依

叶

事
件

を

裁
断
せ

し

め

た
と

同
一

で

あ
る

｡

則
ち

古
音
素
教
を

異
に

す
る

外

人
に

勤
し

自

己

の

服

従
す
る

と

同
一

の

裁
判
に

撮
従
す
る

資

格
な

い
■
も
の

と

考
へ

､

外

人
を

領
土

裁
判
権
か

ら

受

験
し

た

も
の

と
一

泳

相

通

ず
る

も
の

あ

る

だ

ら
う

｡

此

趣
旨
は

中

国
に

於
て

長
く
保

持
せ

ら

れ
､

南
京
條
約
以

前
の

露

清
條
約
や

英
清
取

極
に

於
て

落

莫
人
が

本
俗
法
に

依
り

塵
分
せ

ら
る

べ

き

こ

と

を

承

認
し
て

ゐ

る
｡

清

.
代
に

於
て

ほ

同
一

臣
民
で

あ
つ

て

も
､

種

族
に

陳
り

法

律
の

適
用

を

異
に

し
､

■
漢
人
の

豪
他

に

於

け

る

犯

罪
は

湊
律
に

依
り

虔
罰
し

､

蒙

古

人
の

漠
地

に

於

け
る

犯

罪

は

蒙
古
律
に

依
り

魔
罰

し
･

た
｡

日

本
に

於
て

も

ま

た

雇
人
主

義
行
は

れ
､

ア

メ

ワ

カ

使

節
ハ

リ

ス

は

日

本
に

於

ゃ
る

ア

メ

リ

カ

犯

罪
者
を

米
国
法
に

依
り

車

掌
ん

こ

と
を

要

求
し

た

と

き

二
議
に

及

ば

ず
鰍

諾
せ

ら
れ

た
こ

と
に

敵
い

た
｡

明

治

l

′

.

}

､

r

ン

′

･一

ノ
一
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初
年
の

日

清
條
約
に

は

彼
我

臣
民
の

治

外

法

権
を

蓋
し
て

ゐ

る
｡

資
に

治

外

猿
橋
は

東
洋
に

於
て

外

人
の

優
越
を

意

味
す
る

も
の

で

た

し

国
際
公

法
で

あ
つ

た

の

だ
｡

従
つ

て

中

国
海
商
の

南
海
に

於
て

貿
易
居

住
す
る

も
の

が
､

そ

の

衣

冠
よ

り

治

外

法

権
の

待
遇
を

受

け

た
こ

と

略
ほ

靡

ひ

た

か

ら

う
｡

中

国
海
商
の

南
海
に

於
け

る

貿
易
の

楯

表
る
べ

き

も
の

あ

る

や

う
に

至
た
の

は

束
晋
で

あ
つ

て
､

法

蘇
の

俸
転
記

に

ょ

り

略
ほ

之

を

察
す
る

こ

と

が

出

衆
る

｡

唐
代

眈
に

彼
等
が

南
海
に

於
て

衆

居

貿
易
を

為
し

た
こ

と

も

亦
之

を

警
ノ

る

に

難
く
な

い
｡

キ

ャ

ン

ベ

ル

の

『

ジ

ャ

バ

の

過

去

及

現

在
』

に

操
る

に

西

暦
九

二

四

年
(

唐
同

光
六

年
)

中

国
貿
易
船
が
ス

マ

ラ

ン

附
近
に

難
破
せ

し

と

き
､

船
長
が

珍

賓
を

テ

ガ

ル

王

に

献
じ

､

該

地

に

居
住
す
る

こ

と

を

許
さ

れ
､

優
待
せ

ら

れ

た

と
の

こ

と
だ

｡

宋
代

紋
等
の

ス

マ

下

ラ
､

ジ
ャ

バ

に

移
住

す
る

も
の

多

く
､

こ

れ

亦
厚

遇
せ

ら

れ
､

闇
婆
に

於
て

は

賓
館
を

設

け

ら

れ
､

警
丹
の

如

き

は

無
料
で

宿
泊
飲
食
す
る

こ

と
を

許
さ

れ

宅

此

等
諸
地

が

和

蘭
領
に

辟
し

た

後
も

猫
ほ

膏
慣
に
■
副

び
､

西
暦

二

三
〇

年
組
督
ク

ー

ン

は

華
僑
の

薦
め
バ

タ

ビ

ア

に

宅
地

を

設

け
､

そ
の

有
力

至
も
の

を

選
ん
で

華
僑
園

長
と

為
し

､

之
に

甲

必

丹
即

う
大

敵
の

官
を

授
け

､

華
僑
に

封

す
る

民

刑

事

裁
粥
樺
や

埜
仇

積

雲
こ

を

輿
へ

､

そ

の

支
配
を

為
さ

し

め

た
■ ｡

こ

れ

は

所
謂

僑
長
制
度

準
る

も
の

で

雪
て

漸
次
ジ

ャ

バ

各
地

に

賓

讐
れ

た
｡

屋
地

主

義
を

採
ろ

西
欧

政

府
が

華
僑
に

封
し

属
人
主

義
を

認
め

革
も

の

は

蘭
領

印

度
に

止
る

も
の

で

芝
｡

此

律
賓
に

て

は

夙
に

葦
僑
の

衆

威
す

る

も
の

少
た

く
た

か

つ

た
が

､

そ

の

貿
易
は

野
上

に

於
て

行
は

れ

た
｡

レ

ガ
ス

ピ

が

此

律
真
の

絶
督
た
る

に

及

び

華
僑
の

重

要

性
に

鑑

み
､

妄
八

〇

年
陸
上

交
易
場
を

設

け
､

そ

の

居
住

を

許
し

た
｡

こ

れ

よ

り

華
僑
の

定
住
す
る

も
の

漸
次

増

加

し
､

途

に

数
馬
に

達

し

た
｡

政

府
は

大
に

之
を

怖
れ

､

塵
爽

弾
壁
し

た
が

､

そ

の

持
つ

べ

か

ら
ざ

る
′
に

取
み

､

パ

ヮ

ア

ン

即
ち

華
僑
居

留
地

を

置
き

､

途

に

和

蘭
に

傲
び

､

僑
長
制
度
を

設

け

た
｡

そ

の

甲
此

丹
と

し
て

有
名
た

る

味
読

善
の

如
き

は

此

律
案
の

行
政
に

参
興
し

て

功

空
ノ

た
｡

併
領

イ

ン

下

シ

ナ

は

藻
民

族
の

海
洋

襲
展
と

そ

の

商
人

ギ
ル

ド
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一

橋

静

養

第
二

十

六

春

希
一

凍

-

秦
よ

り

清
末
に

至

る

ま
で

二

千

年

間
申

囲
に

内
属
し
■′

た

か

ち

華
僑
の

そ
で

優
待
せ

ら

れ

た
こ

と

此

律
賓
に

膠
る

も
の

あ
つ

た
だ

ら

う
｡

そ

の

俸
領
に

摩
し

た

後
､

彿

蘭
西
政

府
は

華
僑
に

封

し

属
地

主

義
を

適
用

し

た
｡

し

か

し

該

政

府
は

彼
等
に

最
意
図
の

待
遇
を

加
へ

､

土

華
氏

と

同

様
市

母
権

､

土

地

所

有

権
､

財
産

自
由

虞
分
権
を

輿
へ

■､

徴
兵

と

強

制
穿
動
を

免
除
し

た
｡

彼
等
が

民
族
ま

義
を

奉
じ

､

警

す
れ

ば
､

土

着

民
の

猫
立
を

煽

動
す
る

こ

と

を

憂
び

､

之
を

取

締
ら

ん

と

し

た

け
れ

ど

む

そ
の

容

易
で

な

い

こ

と
を

知
り

､

中

歯
の

侍

統
に

副
び

､

自
ら

取

締
ら
し

め

ん

と

し
､

完
二

八

年
『

亜

細
亜

外

国
人

規
則
』

な

る

も
の

を

制
定
し

た
｡

彼
等
は

華
僑
に

勤

し

最

高
三

､

百

比

弗
の

人

頭
税
を

課
し

､

下

層
の

螢
動
者
を

斥

け
､

華
僑
の

出

身
地

主
義
の

区

別
に

依
る

､

海
南

､

廣
東

､

潮
州

､

福
建
及

客
豪
の

五

布
を

葦
僑
圏
燈
と

公

認
し

､

法

人

格
を

斌
輿
し

､

希
貞

吾
ソ

布
長

､

副

葡
長

む
選
畢
せ

し

め
､

そ

の

任

期
を

ニ

ケ

年
と

し
､

帝
務
を

虚

理

せ

し

め

た
｡

該

規
則
第
三

俵
に

『

帝
は

帝
長
及

鞘
全

項
の

連
帯
責
任

に

於
て

､

布
月
の

負
ふ

人

頭
税
の

全

額
に

封
し

､

.

金

銀
上
の

責
任

を

有
し

､

責
任
を

負
ふ

こ

と
を

欲

し

な

い

個
人
の

加

入
を

拒

絶
し

偽
る

｡

加

入
を

拒

絶
せ

ら
れ

た

も
の

は

之

を

追

放

す

る
｡

』

と

規
定
し

て

ゐ

る
｡

従
つ

て

此

等
の

布
部
ち

同

郷
的
ギ

■
ル

ド

は

荷
主

北

采
に

於

け

る

賦
課
を

槍
保

す
る

こ

と
に

依
り

強

制
加

入

尊

貴
萄
占
を

特
許
せ

ら

れ

た

圏

行

即
ち

同

業
ギ

ル

ド

に

類
す
る

の

み

た

ら

ず
､

其
の

磯
業
ギ
ル

ド

に

似
溌

鮎

も
J

め

る
｡

日

本
は

南
緯
と

異
り

､

中

歯
に

封

し

猥

立

を

経
持
し

た

も
の

で

曽
ソ

､

殊
に

徳
川

幕
府
は

銭
函
敦

策
を

探
り

､

外

商
を

制
約
す
る

こ

と

甚
だ

し

か

つ

た

け
れ

ど
も

､

檜
ほ

華
僑
が

合
館
と

し

て

寺
院
を

建
つ

る

こ

と
を

許
し

､

そ

の

居

住

貿
易
の

た

め
､

居
館
を

設

け
､

館
内

に

於
て

葦
俗
に

従
ひ

生

活
せ

し

め
､

別
に

華

僑
に

つ

き

通

事
を

任
命
し

華
僑
に

封

す
る

警
察

的
取

締
､

義
邦

等
を

掌
ら

し
め

､

外
交
上
の

顧
問
た

ら

し
め

た
｡

中

国
の

海
商
は

海
外
に

於
て

猫
逸
ハ

ン

ザ

商

人
の

ク
ヰ

ス

ピ

ー

に

於

け
る

が

如

く

恩
人
主

義
に

塞
き

､

居
住
貿
易
し

得
た

も
の

で

あ
つ

て
■､

由
鯨
諸
国
の

西
洋
所

慣
と

な

つ

た

後
も

檜
ほ

そ

の

面
影
存

し

た
｡

そ
の

ハ

ぷ
商
人
の

ロ

ン

ド

ン

に

於
け

る

如

く

属
地

主

義
に

律
せ

サ

∵

レ

ポ

′

､

ノ

へ
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二
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.

ら

れ
■

る

や
う

に

な

つ

た
の

は

近

年
の

こ

と
に

係
る

｡

第
三

新
開
単
三

葡
の

勢
力
範
囲

中

固
海
商
の

海
外

通

商

し

た

も
の

は

大

饅
新
野
啓
三

舘
に

廃
す
る

｡

三

葡
は

各
々

地

の

利
を

異
に

し
､

特
殊
の

技

能
を

有
し

て

ゐ

る
｡

そ

の

便
宜
の

外

地

に

赴
い

て

貿
易
し

､

そ

こ

で

特
技
紅

依
り

生

を

営
む
を

常
上

す
る

｡

そ

れ

で

彼
等
は

地

域

的
磯
美
的
勢
力

範
囲
を

有
す

る

こ

と
に

た

る
｡

今

之
を

分
別
し
て

説
明

し

て

み

ゃ
う

｡

一

三

帝
の

貿
易
圏

猫
逸
ハ

ン

ザ

に

堅
一

大
主

権
あ
つ

た

と
の

こ

と

だ

が
､

漢
民
族
に

は

新

開
阜
の

三

大

和
が

あ

る
｡

ハ

.
ン

ザ

二

大
主

流
に

は

支
涙
多
い

が
､

新

開
阜
に

は

必

ず
し

も

多

く

た

い
｡

閤

帝
は

泉
淳
二

州

帝
と

房
州

朝
に

別
れ

､

各
務
も

亦

廣
孝
二

州

葡
と

潮
州

布
に

別
れ

る
｡

新
都
は

寧

渡
部
を

推
し

､

竜
々

た

る

利
害
開
係
に

依
り

､

江

蘇
､

安
磯

､

江
西
三

禰
と

合
同

し
て

三

江

葡
を

結
成
す
る

場
合
少

く

た

い
｡

閤
奄
は

も

と

泉
州
を

､

明
代

に

は

海
産
を

､

阜
禰
は

廣
州

を
､

新
帝
は

明

州

即
ち

寧
波
を

本
接
と

し
､

そ

れ
よ

り

港
外
に

蓉
展
し

た
｡

三

和
は
そ

れ

ぞ
れ

勢
力

範
崗
を

有
す
る

｡

間
希

望
量

澤
を

猫
占
し

､

此

律
実
に

墜
倒
的
優
勢
を

維
持
し

､

英
領

馬
爽

､

蘭
領
印

度
に

進
出

す
る

｡

潮
州

帝
は

盲
よ

り

遥

羅
と

血

縁
深

く
､

殆

ん

ど

猫

歩
の

敬
あ
り
､

南

海
各
方

面
七

出

動
し

た

い

で

た

い

が
､

こ

ゝ

で

は

僑
華
と
し
て

三

流
の

地

位
を

有
す
る

に

過

ぎ

な

い
｡

庚
肇
禰
は

彿
領
イ
.

ン

下

シ

ナ
､

瓜

瞳
､

牽
薪

披
な

ど

廉
く

海
外
に

蟄
展
し

､

概
ね

指
導
的
地

位
を

保
つ

て

ゐ

る
｡

新
帝
は

三

江

布
と

稀
し

､

嘗
て

日

本
貿
易
を

撃
断
し

た

外
､

南
洋
各
地

に

通
商

し

た
が

､

現

在

本

臥
に

於

け
る

勢
力
の

偉
大
な

る

に

此

し
､

港
外
に

於
て

取
る

べ

き

も
の

が

た

い
｡

彼
等
は

何
れ

も

狗
逸
ハ

ン

ザ

と

等
し

く

海
洋
貿
易
を

営

む
も

､

貿
易
に

附
瞳
し

た

諸
業
人

β

藻
民

族
の

海
洋
襲
展
と

そ

の

商
人

ギ

ル

ド



一

橋

静

暮

雪
子
六

番

帝
,

表

1 0

や
､

手
工

業
者

､

農
錆
未

､

及

亡

命
者
ま
で

､

彼
等
に

倖
つ

て

移
住
し

た
｡

彼
等
は

域
内
至

る

所

に

居
住
す
る

け
れ

ど

も
､

商

業
に

従
事

ル

ナ
る

も
の

最
も
多

く
､

都
合
に

集
中

す
る

を

例
と

す
る

｡

悌
領
イ

ン

ド

シ

ナ

に

あ
つ

て

は

西

貢
､

埴

岸
､

･
蘭
領

印

度
に

あ
つ

て

は
バ

タ

ビ

ァ
､

ス

ラ

バ

ヤ
､

泰
囲
に

あ
つ

て

は

磐
各

､

此

律
賓
に

挙
つ

て

ほ
マ

ニ

ラ
､

英
領

馬
衆
に

挙
つ

て

ほ

彗
窟

､

傾
南

､

日

本
に

あ
つ

て

は

坂

紳
横
濱
を

牙

螢
と

し
､

四

方
に

出

動
し

て

ゐ

る
｡

彼
等
の

貿
易
圏
は

東
､

日

本
よ

り

西
､

印

度
を

経
て

轟
か

に

ア

ラ

ビ

ア

に

達
し

､

北
､

黄
海
よ

り

赤
道
を

越
へ

瓜
瞳

に

及

び
､

区
々

た
る

地

中

海
や

北

海
パ

ル

チ

ッ

ク

を

貿
易
圏
と

す
る

も
の

と

異
つ

て

ゐ

た
｡

し
か

し

西
力

東

漸
す
る

や

う
に

な

つ

て

か

ら
､

一

大

欒
化
を

禿
た

し

た
｡

西
洋
語
囲
は

既
に

南

海
諸
地

域
を

霹
略
し

､

薪
に

土

地

を

開

拓
す
る

た

め
､

中

国
よ

り
､

移

民
を

招

致
し

た
｡

閤
魯
の

み

た

ら

ず
､

華
南
各
地

よ

り

南
海
に

移
住
す
る

も
の

増
加
し

た
｡

則
ち

客
家
と
て

廣
東
の

嘉
應
州

､

江

西
の

南
部

､

湖
南
の

東
南
隅

､

碍
蓮
の

西
南
角
に

居
住
す
る

も
の

､

及

壕

裔
と
て

海
南
島
民
な

ど
の

英
領

馬
衆

､

蘭
領

印

度
に

移

住
す

る

も
の

少

く
た

く
､

間
々

鹿
西
人

も

見
受
け

ら

れ

る
｡

ま

た

別
に

太

洋
洲
や

南
北
ア

メ

リ

カ

に

移
住
す
る

も
の

あ
る

に

至
つ

た
｡

そ

し

て

争
覇
は

香
港
を

､

園
部
は

屡
門
を

､

三

江

禰
は

上

洛
を

本
接
と

し

て

ゐ

る
｡

従
つ

て

彼
等
は

清
代
に

及
び
ス

マ

!
フ

以

西
町

貿
易
圏
を

失

つ

た

け
れ

ど

も
､

猪
ほ

廣
大
な

る

貿
易
圏
を

有
し

､

該

圏

内
に

居

住
す
る

も
の

無
慮
八
百

萬
に

達

し
､

う

ち

清
涼
各

地

に

在

留

す
る

も
の

六

首

二
､

三

十

常
に

及
び

南
洋
華
僑
の
■
名

世
界
に

薪

は

れ

る

や

う

に

た

つ

た
｡

二

三

布
の

職
業
圏

断
固
凰
エ

ニ

飛
ほ

上

記
の

貿
易
圏
に

於
て

居

留
通
商

す
る

外
､

各
自
の

特
技
に

依
り

生

を

営
み

､

職
蓑
分
野
た

る

も
の

を

有

し
､

略
ほ

母

国
に

於

け
る

と

等
し

く
､

安
定

的
融

合
生

活
を

為
し

て

ゐ

る
｡

福

建
布
は

泉
揺
二

芯
川

屠
と

編

州

屠
に

別
れ

､

各
屠
そ

の

技

能
を

異
に

す
る

｡

泉
淳
二

州

展
は

夙
に

海
洋
貿
易
に

長
じ

､

至
る

所

貿
易
業
を

中
心

と

し
､

そ

れ

に

附
隠
す
る

水

陸
迂

遠

業
や

､

銀
行

､

通

信
業
を

執
り
､

孟

野

∵

∴

-

■
ノ

一
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∴

ノ

十
計

ナ

/

∵
汐

そ

の

外

貿
易
商
最
た

る

講
説

､

椰
子

油
､

精
米

､

砂
糖
等
の

製
造

業
に

従
び

､

更
ら

に

進
ん
で

鎮
山

菜
や

農
業
に

ま
で

指
を

染
む
る

た

ど
､

原

始

生

産
､

加
工

､

配

給

筆
一

聯
の

企

業
を

経
営
し

て

ゐ

る
｡

そ

の

霜

州

展
は

行
商
特
に

呉

服
行
商
に

秀
で

､

山

村
僻

色
を

歴

訪
し

､

至

る

所

彗
冥

を

為
し

､

そ

の

代

償
と

し

て

土

産
を

支

沸
い

し

め
､

同

郷
問
屋

■の

た
め

､

輸

出
入
晶

重
賞

の

地

盤
を

開
拓
す
る

こ

と

頗
る

多
い

｡

廣
東
和
は

廣

攣
一

州
､

潮
州

､

客
豪

､

海
南
の

四

小

額
に

別
れ

る
｡

廣
毎
朝
は

清
代

西

洋
貿
易
を

猫
占
し

､

洋
情
に

通

疾
し

て

ゐ

る

打

で
､

日

本
特
に

南

海
に

於
て

貿
易
に

従
事

す
る

外
､

外

人
の

買

塀
た
る

も
の

少

く
た

い
｡

文

字

優
に

長
じ

､

廣
東
雑
貨
の

名

内

外
に

高
い

位
い

だ

か

ら
､

南

港
に

於
て

も

ま

た

金

銀

器
､

銅

鏡
器

､

改

称
細
エ

､

靴
､

鞄
､

の

製
造

､

酒
､

醤
油
の

醸
造
に

身
を

委

す
る

も
の

が

多
い

｡

▲

そ

の

潮
州

帝
は

海
洋
貿
易
に

閲
し

中

国
に

於
て

泉
撞
人
と

蟹
重
た
る

べ

き

も
の

だ

か

ら
､

南
海
に

於

け
る

生

業
が

泉
淳
人
に

類
す
る

｡

し

か

し

農
､

鎮
､

エ

業
な

ど

筋

肉
弊
働
に

従
事
す
る

も
の

も

ま

た

相

常
に

あ

る
｡

そ

の

客
家
は

貿
易

､

商
工

業
に

従
事
す
る

も
の

頂

い

で

は

な

い

が
､

工

匠
た
る

も
の

多

く
､

錦
山

漁
場
に

努
働
す
る

も
の

少

く
た

い
｡

▼
そ

の

環

帝
は

文

化

開
け

ず
､

商
工

業
に

憤
は

ず
､

労
働
者
た

る

も
の

塵
倒

的
に

多

く
､

漁
夫

､

水

夫
､

工

夫
と

た

り
､

特
に

ク

ッ

ク
､

ボ

ー

イ
､

た

ど

豪

産
使

用

人
と

な
つ

て

ゐ

る
｡

斯
布
は

貿

易
の

外
､

鞄
､

家

什
､

文

房
具
の

製
作

､

洋
服
の

仕

立
､

建
築
彙
に

従
事
す

る
｡

華
僑
は

日

本
を

除
き

､

在

留
国
内
至

る

所
に

居

住
せ

ぎ

る

た

く
､

農
工

商

汎
ゆ

る

企

菓
に

従
事
せ

ざ
る

こ

と

が

な

い
｡

そ

の

南
海
諸
国

に

於
て

今
日

の

如
く

勢
力

を

得
る

に

至
つ

た
の

は

労
働
力
の

卓
屈
し

た

た
め

で

た

く
､

ま

た

銀
行

蓬

輪

業
に

堪
能
た

る

た

め
で

た

く
､

さ

ら
に

製
造
工

業
に

精
妙
た

る

た

め
で

た

い
｡

全

く

内
地

商

権
を

掌
握

す
る

た
め

で

あ

る
｡

彼
等
は

天

姓
商

才
に

秀
で

､

母

国
の

流
通

機
構

■

臥

そ
の

ま
ゝ

南
海
に

移
し

凍
り

､

都
卑
に

於

け
る

大
小
の

仲
立

人
､

問
屋

､

行
商

､

却

責
商

､

小

責
商

等
相

互

に

聯

賢
し

､

流
通

網
を

張

1 1

り

続
す
こ

と

恰
も

猶
ほ

人

身
に

於

け
r

る

血

管
の

如
く

､

･

そ

し
て

交

易
絶
直
の

問
屋
が

心

臓
の

役

割
に

雷
り

､

全

土
に

於

け
る

内

外

商

品
の

●

〟

漠

昆

琴
の

海
洋

尊
厳

と

そ

の

商
人

ギ
ル

ド
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第
一

畿

12■

交
流
を

支
配
し

､

生

産

者
と

滑
愛
着
と
の

聞
､

又

は

輸

出

入

商
と

内
地
■

生

産
者
沿

費
者
と
･
の

間
､

若
し

く
は

西
洋
人

と

土

着
民
と
の

間
に

■

紹

介
在

し
､

漁
夫
の

利
を

博
し

､

南
海

一

億

民
人
の

靂

痺
を

左

右
す
る

に

至

つ

た
の

で

あ

る
｡

移
民
は

渡
束
の

雷
初

粒
々

辛
苦
蓄
財
に

努

め
､

少
レ

く

賛
を

獲
れ

ぼ
､

之
を

商
業
に

投

じ
､

漸

室
員

室
も

た

る

も
の

が

多
い

｡

霜

田

省
三

氏
の

精
選
に

係
る

南
鯨
華
僑
の

･

職
業
別

衆
計
に

操
ら

ん

か
､

そ

の

農
業
関
係
者

一

七

%
､

エ

錬
薬
園
係
者
二

三

%
､

商
業
閑
係
者
五

二

%
で

あ
つ

て
､

商

人
が

蜜
倒
的
多

数
を

占
め
て

ゐ

る
｡

華
商
の

常
と

し
て

商

界
の

牛

耳
を

執
る

も
の

は

問
屋
で

あ
つ

て
､

問
屋
の

多

く

は

海
商
の

定
住
す
る

に

至
つ

た

も
の

､

若
く

は

そ

の

出

身
者
た

る

こ

と

言
ふ

を

侯
た
ぬ

｡

第
四

華
商
の

ギ

ル

ア

的
結
束

一

華

僑

ギ

ル

ア

秦
漠
よ

り

今
日

に

至

る

ま
で

二

千

僚
年

､

中

国
の

海
商
主
と

し

て

新
､

圃
､

啓
三

禰
は

近

き

は

墓
澤

､

日

本
､

遠
き

は

南
海
諸
転
と

貿

易
し

た
｡

彼
等
は

海
賊
や

､

風

波
■に

備
ふ

る

た

め
､

大

鑑
に

同

乗
す
れ

ば

数
百

人

除
を

組
み

､

数
量
同

航
す
れ

ば
､

保

甲
執
に

倣
つ

て

船

医
を

作
り

､

共
同

一

致
の

行
動
を

採
つ

た
｡

彼
等
は

到

着
せ

る

異
邦
た

於
て

夷
秋

成
せ

ら

れ

る

を

免
れ

た

い

か

ら
､

自
己
を

擁
護
す

る

必

･

婆
あ
る

の

み

た

ら

ず
､

領

主
ま

り

居
留
貿
易
を

申
請
す
る

必

要
あ

り
､

そ

れ
が

鳥
め

共
■同

動
作
に

出
で

た

け

れ

ば

た

ら
ぬ

｡

更
ら

に

彼
等

は

同

伴
商

人
の

詐
偏
や

不
正

行
為
に

依
り

仲
間
の

名

替
を

毀

損
廿

ら

れ

る

こ

と

を

防
ぎ

､

故
施
そ

の

他
不

雷
の

競
争
に

依
り

仲
間
の

利
益

を

損
害
す
る

と

と

を

禁

ず
る

た
め

､

共
潤

し
て

琴
臍
督
凛
的
廃
置
に

出
づ

る

必

要
が

あ
る

｡

叉

彼
等
は

同

郷
者
と
し

て

共

同
の

紳

を

祀
る

を

常
と

し
､

そ
の

死

者
あ

る

と

き
､

中

国
の

故

俗
に

従
ひ

､

或
ほ

之
を

安

産
し

､

或
は

之
を

埋

葬
し

､

或
は

之
を

辟
葬
し

た

け

れ

ば

な

ら

野
㌧賢

㌔
い

■ 1
リ

I

■
L

巾
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･
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∴
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才
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∴
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一

■

斗

才

ぬ
｡

,
ナ
)

の

目

的
を

達

せ

ん
に

は

同

心

協
心

を

要
す
る

こ

と

言
ふ

ま
で

も
な

い
｡

従
つ

て

彼
等
は

途
に

同

籍
の

繚
に

依
り

禽
舘
を

組
織
す
る

に

至

る

こ

L

礪
逸
ハ

ン

ザ

に

異
た

ら

ぬ
｡

彼
等
の

同

行
者
は

悉
く

商

人
の

み
で

た

く
､

彼
等
の

跡

を

迫
び

､

各
業
同

郷

者
の

渡
爽

す
る

も

の

あ

り
､

同

郷
者
の

激
増

加
す
れ

ば

各
自
同

業
若
く
牡

同

職
の

繚
に

依
り

､

ギ
ル

ー
を

分
立

す
る

や

う
に

た

る
｡

彼
等
は

地

方

的
特
技
を

′

有
し

､

他
の

追
随
を

許
さ

ざ

る

も
の

あ
り

､

ま

た

排
他
心

旺

盛
で

あ
る

か

ら
､

同

郷

布
に

依
り

､

一

業
を

猫
占

す
る

も
の

が

多
い

｡

マ

ク

ゴ

ワ

ン

は

同

職
国

債
貞
の

一

定
地

方

出

身
者
に

限
ら

れ

る

特
殊
の

場
合
あ

る

こ

と
を

指
摘
し

て

ゐ

る

が
､

葦
僑
に

あ
つ

て

は

寧

ろ

普
遍

的

現

象

と

言
ふ

べ

き

も
の

だ
｡

全
市
の

同

業
若
く

は

同

職
の

も
の

が

合
同

し
て

一

ギ

ル

ド

を

組

嘩
す
■
る

こ

と

少

く
な

い

が
､

こ

れ

ま

た
同

格

部
を

基

礎
と

す
る

も
の

た

る

こ

と
を

牢
記

し

な

け

れ

ば

な
ら

ぬ
｡

彼
等
は

如

何
た

る

ギ
ル

ド

に

加

盟

す
る

こ

と

あ

り

と

も
､

倉
館
に

従
属

す
る

も
の

た

る

こ

七

も

亦

閑
却
す
べ

き

も
の

で

た

い
｡

そ

し

て

此

等
同

郷
を

基

礎
と

す
る

諸
ギ

ル

ド

の

牛
耳
を

執

る

も
の

は

梅
南

若
く
は

′

海
商

出

身
の

紳
商
た

る

こ

せ

喝
逸
ハ

ン

ザ

と

同

様
で

あ
る

の

だ
｡

一

■

二

郷

薫

財

閥

華
僑
は

民
留
地

に

於
て

同

郷
の

繰
に

依
り

ギ
ル

ド

を

結
成
す
る

の

み

な
ら

ず
､

財
閥
を

組
織
す
る

も
の

で

あ

る
｡

中

国
に

於
て

欧

洲
中

世
と

等
し

く
､

洛
舶
は

若
干
の

仲
間
に

依
つ

て

製
造
せ

ら

れ

る

こ

と

少

く
た

く
､

l
海
上

貿
易
も

ま
た

若
干
の

仲
間
に

依
る
コ

ン

メ

ン

グ

に

依
つ

て

賓
施
せ

ら

れ

た
｡

コ

ン

メ

ン

ダ

が

漸
次

蟄
達

す
る

に

至

れ

ば
一

航
海
毎
に

結
ば

れ

た

契
約
が

楷
績

的
と
な

り
､

出

梅
者
も

ま

た

出

資
者
印
ち

家
郷

に

留
れ

る

組

合
員
と

等
し

く
一

部
の

出

資
を

為
し

､

組

合
を

樟
成
す
る

や

う
に

な

る
｡

そ

れ

に
▼
は

欧

洲
に

於
て

二

つ

の

形

態
あ
つ

た
｡

そ

の

一

は

外

部
に

向
つ

て

一

個
の

商

統
を

使

用

し
､

一

つ

の

圏
饅
を

形

成
し

､

そ

れ

が

海
上

貿
易
よ

り

延

び
て

陸
上

商
業
銀

13

行
等
に

用
い

ら

れ
､

か

く
て

悌
蘭
西
商

法
に

於
て

合
資
倉
敢
と

制
定
せ

ら

れ

た
｡

そ

の

二

は

出
資
者
が

外

部
に

説

は

れ

る

こ

と
た

ぐ
､

該

乃

藻

民

族
の

■
海
洋

尊
慮
と

そ
の

商
人

ギ

ル

ド
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出
資
を

出
梅
の

所

有
に

辟
せ

し

幣

内

部
関
係
に

て

出

資
者
と

出

梅
者
と
組

合
を

組
織
す
る
に

拘
ら

ず
､

外
部
に

饗
し

､

一

つ

の

圏

饅
を

形
成
す
る

に

至

ら

ず
､

途
に

各
国
の

法
律
に

放
て

雷
名
組

合
と

制
定
せ

ら
れ

た
｡

中

国
■コ
ン

メ

ン

ダ

は

暦

名
組

合
に

萱
展
し

た

け

れ

ど

も
､

合
資
食
紅
に

蟄
展
す
る

に

至

ら

な

か

つ

た
｡

そ

れ

は

中

国
に

於
て

共
同

債
務

に

封

し
､

関
係
者
は

一

律
に

連
合
無

限
の

責
任
を

負
ふ

べ

き

も
の

で

あ
つ

て
､

一

金

菜
園
饅
内

に
､

連
帯
責
任
を

負
ふ

も
の

と
､

一
有
限
責
任
を

負
ふ

も
の

ゝ

二

種

あ

る

を

認
め

ず
､

そ

の

連

合
責
任
を

負
ふ
こ

と
を

欲

し

な

い

も
の

は

雷

名

組

合
を

結
び

､

連
合
責
任
を

負
ふ

を

解

せ

ざ

る

も
の

は

合
股

即
ち

褐
逸

法
の

合
字
組

合
を

形
つ

た

か

ら
で

あ

る
｡

も

と

中

国
に

於
け

る

企

業
形

態
は

革
猫
に

あ

ら

ざ

れ

ば

合
股
で

あ
つ

て
､

合
股
に

依
り

軽

費
せ

ら
れ

る

企

彙
が

墜
倒

的
に

優
･

勢
で

あ
つ

た
｡

合
股
は

欧

洲
の

商

事

組

合
と

等
し

く
､

コ

ン

メ

ン

グ
に

淵
瀕
す
る

も
の

と
､

家
族
制
度
に

胚
胎
す
る

も
の

ゝ

二

穫
が

あ
る

｡

そ

の

起

原
の

如

何
を

間
は

ず
頼
信
す
る

数
人
の

親
戚
朋
友
同

郷

着
が

共
同

し

て

事
業
を

経
営
す
る

こ

と

を

契
約
す
る

こ

と

に

よ

り

成
立

す

■

る

も
の

で

あ
る

｡

法
律
家
や

､

商
工

経

営
単
著
は

各
々

そ

の

立

場
の

み

か

ら

観
察
し

洋
式
の

商
事

組

合
と

看
傲
し
て

ゐ

る
｡

し

か

し

そ

れ

牡

人
的
関
係

線
ろ

深
い

も
の

で

あ
つ

て
､

社

印
ち

盲

ギ
ル

ド

に

類
似
す
る

鮎

も

あ

る

こ

と
拙

著
『

合
股
の

研

究
』

に

於
.

て

詳

論
し

た

通
り

七
あ

る
｡

彼
等
は

企
業
軽

費
に

長
じ
て

ゐ

る

か

ら
､

軍
に

合
股

的
企

業
形

態
を

採
る

に

止
る

も
の

で

た

く
､

進
ん
で

高
度
資
本
主

義
国
家

に

於
け

る

大
企

業
の

ヤ
う

に
､

生

産

交
易
行

程
の

連
絡
せ

る

諸
経
営
を

一

手
に

支

配
し

､

甚
だ

し

き

は
､

金

融
や

蓮
輸
の

諸
企

業
ま
で

も

指
揮
し

得
べ

き
一

定
機
関
を

設

置
し

､

其

競
率
の

下

に

各
自

協
同

一

致
の

歩
調
を

執
サ

､

相
互

に

扶
け

合
つ

て
､

他
企

業
と
の

競
争
に

打

勝
ち

､

利
益

を
･
聾
断
せ

ん
と

す
る

も
の

､

軒
ち

持
株
合
祀

乃
至
コ

ン

ツ

ェ

ル

ン

と

宿
せ

ら
れ

る

組

耗
を

用

ふ

る
｡

俗
に

之

を

聯
放
と

名
づ

く
る

｡

聯
艶
を

統

制
す
る

最
高
棲
緬
ほ

個
人

経

営
の

も
の

と
､

合
股

経

営
の

も
の

と

あ
る

が
､

･
最

高
横
閣
下
に

あ
る

各
店
は

合
殴
に

零
す

る

も
の

が

多
い

｡

そ

れ
は

主

と

し

て

中

国
に

大

資
本
豪

乏

し
ノ

＼

自
賛
を

以
て

大

聯
駄
を

設

定

し

難
く

､

親
戚

､

朋

友
､

同

締

着
を

詮
痔
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ノ

㌔
･､

1

ナ

チ
ト

せ

て

吏
･

二

■■-
二

子
チ
■■■
も

う

丘

プ

チ

チ
し

{

二
)

√

∴
■

一句

丁三恥

′

し

て

出

資
せ

し

む
る

必

要
あ
る

か

ら
､

中

国
固

有
の

共
同
企

業
形

態
た

る

合
股
組

綬
を

採
ら

な

け
れ

ぼ

た

ら
ぬ

か

ら
だ

｡

一

系
統
の

合
股

聯
既
に

属
す
る

出

資
者
の

数
多

く
､

彼
等
相

互

間
の

人
的
関
係
む
ま

た

濃
厚
で

あ
つ

て
､

そ
の

縁
故
を

辿
り

∵
他

系

統
の

合
股
や

聯
託
と

密
接
な

関
係
を

結
ぶ

こ

と
ゝ

た

り
､

鼓
に

財
閥
を

形

成
す
る

や

う

に

た

る
｡

此

等
財

閥
を

瞼

討
す
る

に

血

族
的
と

錯

覚
的
の

二

大

削
が
J

軋

る
｡

新
､

間
､

各
人
は

血

族
的
郷
賞
約
数
念
共
に

犠
烈
で

あ
つ

て

至

る

所

同

族
的
同

郷

的
圏

饅
を

結
成
す
る

む

常
と

す
る

｡

園
各
人
の

北

米
合
衆
園
ヤ

南
海
諸
国
殊
に

馬
来

年
島

､

緬
旬

､

比

律
貧
に

僑
居
す
る

も
の

ほ

本
国
の

風
を

移
し

､

同

姓
の

も
の

を

糾
合
し

姓
氏

囲

鰻
を

造

り
､

之
を

公

司
と

稲
し

､

古
ギ
ル

ア

的
生

活

を

螢
む
こ

と

行
は

れ
､

彼
筒
わ

楊
､

林
､

椰
､

謝
､

陳
五

大
公

司
最
も

顛

は

れ
て

ゐ

る
｡

准
つ

て

彼
等
は

好
ん

で

血

族
的
コ

ン

ツ

ェ

ル

ン

を

結
成
し

彩

多
の

財
囲

が

生

ず
る

｡

し

か

し

之

を

日

本
の

三

井
､

三

菱
､

住
友
諸
財

閥
に

此

す
れ

ぼ

筑
波
山
の

富
士

山
に

於

け
る

が

如
く

同

日

に

論
ず
る

に

足
ら

た

い
〔
)

そ

れ

ほ

彼
等
の

資
本
が

我

れ

に

較
べ

甚
だ

少

な

い

こ

と
に

外
た

ら
ぬ

｡

同

郷

財
圃
に

至
つ

て

は

個
人
の

資
本
僅
少

た

り

と

す
る

も

仝

省
人
を

拳
ぐ

れ

ば
亘

額
に

達
す
る

か

ら

観
る

に

足
る

べ

き

も
の

▲
規

蝿
す
る

｡

清
代

､

山

西
､

寧

波
､

福

建
､

廣
東
の

諸
郷

真
財

閥
あ
つ

た
こ

と

世

人
の

周

ね

く
知

る

所
で

あ
る

｡

在

外
同

郷

的
諸
ギ

ル

ド

■
を

領

聾
す
る

も
の

は

賓
に

郷

某
財

閥
で

あ
つ

て
､

郷

真
財

閥
を

左

右
す
る

も
の

は

若
干
の

締
商

即
ち

該
閥
に

放
て

費
望
を

有

す
る

領

袖
で

一

あ

る
｡

こ

れ

は

猫
逸
ハ

ン

ザ

の

門
閥
的
結
合
に

依
る

世
襲
的
指
導
階
級
に

類
似
す
る

も
の

セ

な

か

ら

う

か
｡

三

華
僑
ギ

ル

下

の

二
職

能

同

郷

的
同

業
的
ギ

ル

ア

の

職
能
に

つ

い

て

は

拙

漕

『

中

頃
キ

ル

下

の

研

究
』

に

於
て

詳

述
し

た

か

ら

復
た

喋
々

す
べ

き

必

要
が

な

い
｡

_

∵

そ

の

所

属
成
層
の

企

業
経

営
に

輿
へ

る

利
益
に

つ

き

妄
R

し

て

み

や

う
｡

中

国
の

企

業
経
営
は

小

額

農
本

､

庚
大
取

引
､

高
率
利
潤
を

常

15

例
と

す
る

｡

そ

れ

は

商

場
に

人

的
信
用
取

引
流

行
す
る

か

ら

だ
｡

か

1

る

現

象
の

生

ず
る

の

は

全

く

ギ
ル

ド

の

存
在

に

擬
す
る

｡

ギ

ル

ド

畏

民

族
の

海
洋

餐
展

と

そ

の

商
人

ギ

ル

ず

J う



一

橋

静

叢
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二

十

六

春
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一

歩

1 6

は

倉
貞
た

る

二

老

締
の

紹
介
あ
り
〕

理

事
合
の

承

認
､

甚
だ

し
き

は

合
点
の

承

認
を

得
る

の

で

た

け
れ

ば

加

盟
を

許
さ

れ

た

い
｡

之

を

換

言
す
れ

ば

信
用

あ
る

も
の

で

た

け

れ

ば
ギ

ル

ド
■
合
点
た

る

こ

と

を

得
た
い

の

で

あ
る

｡

客
商
の

外

地

に

買

賛
せ

ん

と

す
る

も
の

は

該
地

に

●

於
け

る

書
誌
の

問
屋
に

委

託
ナ
る

か
､

若
く
は

本
国
に

於

け
る

所

屠
ギ
ル

ド

の

該
地

ギ

ル

下

に

宛
て

た

解
介
状
に

依
り

取

引

し

得
る

の

だ
｡

か
ゝ

る

手

繰
を

脛
た

後
､

彼
等
ほ

封

手

方
よ

り

長
期
に

亙
り

人
的
信
用
を

輿
へ

ら

れ

る
+

中

国
に

於

け

る

取

引
の

奮
例
は

一

年
三

季

蹄
多

く
､

相
互

信
用

す
る

も
の

ゝ

問
に

て

ほ

端

午

と

中
秋

に

内
辣
を

為
し

､

年
末
に

決

韓
す
れ

ぼ
よ

い

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

彼
等
ほ

何

等
の

塘

保

を

提

供
す
る

と

と

た

く

貸
付
け
ら

れ
､

無
念
替
輸

出
を

蔑
し

得
る

｡

信
用

受

授
の

淑
泉
た
る

鏡
荘
も

ま

た
一

に

人
的
信
用

に

頼
り

､

上

梅
錦
荘
ギ
ル

ド

の

如

き

は

『

信
用

貸
付
を

行
ひ

､

金

融
を

調
剤
す
る

こ

と
を

以
て

服
務

と

為

す
｡

』

と

宜
優
し
て

ゐ

る
｡

ギ
ル

下

に

よ

つ

て

は

合
点
の

た

め

保

嘩
の

責
め

に

常
る

も
の

少

く
た

い
｡

彿
領

イ

ン

ド

シ

ナ

に

於
て

五

同
■

郷
ギ
ル

ア

の

公

認
せ

ら

れ

た
の

は

合
貞
の

人

頭

税

新
入
を

保

記
す
る

が

蔑
め

で

あ
つ

た
｡

ま

た

大

阪
の

中

華
北

部
公

所

は
日

本
の

諸
保

険
合
歓
と

特
別
保

険
契
約
を

締
結
し

､

合
貞
の

保

険
料

支

胡
遅
滞

す
る

と
き

､

公

所
に

放
て

賠

償
の

責
任
を

負
韓
し

て

ゐ

る
｡

若
し

彼
等
に

し
て

信
用

を

破
癒
す
る

も
の

あ

ら

ん

か
､

ギ

ん

下

は

仮
借
た

く
之

を

廃
罰

し
､

そ

の

情
の

重

き

も
の

に

翳
し

､

之
を

除
名
す
る

｡

除
名
せ

ら

れ

た

も
の

は

同

業
者
よ

り

ポ

イ
コ

ツ

下

せ

ら

れ
る

｡

阪

南
に

放
て

ギ
ル

下

に

廃
せ
･
ざ

る

も
の
､

ま

た
は

ギ
ル

下

の

紹

介
な

き

も
の

は

野
難
商

読
と

し

て

正

常
取

引
を

挺
ま

れ
､

程
々

ポ

イ
コ

ツ

ー

せ

ら

れ

る
｡

四

車
ル

F

の

相

互

連
絡

濁
逸
ハ

ン

ザ

偲

海
外
に

孤

立

す
る

も
の

で

な

く
､

常
に

出

身
都
市
と

緊
密
た

る

関
係
を

有
し

た

と
の

こ

と

な

る

が
､

中

国
の

在

外

同

郷
∴

ギ
ル

ド

も

亦

略

ほ

同

棲
で

あ

る

と

言
つ

て

大
過
な

い

や

ぎ
だ

｡

福
建
葡
は

屡
門
を

楓
接
と

し
､

貿
易
先
に

依
り

郊
即
ち

ギ
ル

ア

を

作
り

､
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車

車
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ミ
去

う
＼

一

芸

三
∴

丁

:
⊥

ノ

∵

≠

∵

し

/

■
■∴

←

■▼

±二■ゝ

北

浦
に

交
易
す
る

も
の

は

北

郊
を

､

墓
碑
に

交

易
す
る

も
の

ほ

泉
郊
を

､

廣
東
に

交
易
す
る

も
の

は

廣
東
郊
を

作
る

｡

廣
東
商
は

香
億
を

根
擦
と

し
､

封
日

貿
易
業
者
は

日

本
荘
を

､

封

米
貿
易
業
者
は

金

山

荘
を

封
南
海
貿
易
業
者
は

南
北

行
及

九

八

行
を

作
る

｡

三

江

鞘
は

上

洛
を

根
接
と

し
､

封
日

貿
易
業
者

は

東
荘
を

作
る

｡

彼
等
の

外

地

に

定
住
す
る

も
の

も

亦

出

先
に

於
て

ギ
ル

ド

を

作
る

｡

三

江

部
の

大

阪

に

あ

る

も
の

は

大

阪
南

部
公

所

を
､

稲

建
鞘
の

茎
澤
に

あ

ぇ
も
の
′
ほ

泉
郊
を

､

廣
東
部
の

神

戸
に

卦
る

も
の

ほ

廣
業
公

所

を

作
る

｡

そ

れ

で

出

発
地

と

郷
某
と

不

可

分
の

関
係
あ

る

こ

と

は

勿

論
､

出

発
地

相
互
の

間
に

も

ま

た

連
絡
あ

る
｡

そ

し
て

各
々

勢
力

範
囲
と

礪
占

商

品

と
.

を

有
す
る

｡

之

を

換
言

す
れ

ぼ
､

此

等
同

郷
圏

佳
は

郷
土

各
地

方
及

諸
洛
外

婆
展
地

と

緊
密
た

る

聯

繋
を

保

持
し

､

そ
の

貿
易
を

聾
断

し
､

ギ
ル

下

外
の

介
入

を

許
さ

ぎ
る

こ

と

を

期
す
る

も
の

で

あ
る

｡

篭

華
僑
ギ
ル

ド

の

性

格

､

以
上

述
ぶ

る

如

く

中

国
在

外
ギ
ル

ド

は

璃
逸
ハ

ン

ザ

に

類
す
る

こ

と

が

少

く
な

い
｡

彼
等
は

同

郷
の

詑
に

依
り

結
成
せ

ら
れ

た
も
の

だ

が
､

そ

の

成
員
は

同
一

地

域
に

居
住
し

､

同

業
若
く
は

同

職
に

従
事

し
､

そ

の

企

業
の

多

く

は

仲
間
の

共
同

経
営
に

係
る

も
の

で

あ

り
､

相

互
の

間
に

親
戚
園
係
を

有
す
る

も
の

少

く
な

く
､

概
ね

熱
識
親
信
者
の

集
結
す
る

も
の

に

係
る

｡

従
つ

て

彼
等
は

目

的
圃
饅
と

稲
せ

ら

れ

る

け

れ

ど

も
､

血

縁
､

デ

地

縁
､

職
繰

､

財

繚
そ

七

て

友
綾
な

ど
の

諸
紐
帯
に

依
り

連
繋
せ

ら

れ
､

複
雑
微
妙
の

関
係
あ

る

輩
固

た

困

髄

で

あ
つ

て
､

廣
大
た

る

貿
易
凰
に

活

動
す
る

も
の

だ
｡

之
を

小

地

区
に

孤

立

す
る

畢
耗
た

る

同

郷
ギ
ル

ド

税
す
る

こ

と

常
を

得
た

も
の

で

な

か

ら

う
｡

7

第
五

華
僑
ギ
ル

乍
の

政

治

関
心

問
題

l

漢
民

族
の

海
洋

婆
展
と

そ

の

商
人

ギ
ル

ド
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一

俵

静

叢
/

夢
二

十
六

番

希
一

哉

唐
宋
以

降
中

国

海
商

望
早

漏
若
く
は

合
資
で

般
を

造
り

､

そ

の

う

与
コ

ン

メ

ソ

グ

式
を

採
る

も
の

少

く
な

く
､

海
外
に

出
で

､

領
主
の

畑

認
可
を

得
､

居

留
地

に

定
住
し

て

貿
易
し

､

治

外

法

権
の

下

に

協
同
自
治
を

営
み

､

故
俗
に

依
り

同

郷
的
ギ
ル

ド

を

作
つ

た
｡

ギ

ル

ド

内

に

海
商
に

追

随
し

た

中

小

商
工

業
著
そ

の

他
を

包

属
す
る

こ

と

あ
つ

て

も
､

海
商
を

中

枢
と

せ

る

も
の

に

係
り

､

若
干
の

紳
商
に

依
り

指

導
ぎ

れ

て
■
ゐ

た
｡

そ

の

妖
略
ほ

中

世
端
逸

北

港
岸
都
市
の

海
商

が

北

海
パ

ル

チ

ッ

ク

諸
国
殊
に

ウ

イ

ス

ピ

ー

に

出

版
し
ハ

ン

ザ

を

結
成
し

.

た

も
の

と

似
て

ゐ

る

と

言
つ

て

大

過

な

か

ら

う
｡

し

か

し

礪
逸

梅
商
の

ハ

ン

ザ

を

組
殻
す
る

も
の

は
､

本
国
に

あ
つ

て

は
コ

ン

ミ

ュ

ト

ン

蓬
動
を

起
し

て

自
由

都
市
を

創

建
し

､

要
ら

に

必

要
に

應
じ

､

都
市
同

盟
を

締
結
し

､

そ
の

外
地

に

あ

る

も
の

も

ま

た
相

互

に

合
同

し
て

濁
逸
ハ

ン

ザ

を

繹
涼
し

､

そ

の

後
内

外
ハ

ン

ザ

を

強

化

合
作
す
べ

き

必

要
生

ず
る

に

及
び

､

外

地
ハ

ン

ザ

の

諸
国

饅
を

内
地

の

同

盟
都
市

に

包

擁
し

､

強
大

な

る

圏

饅
を

構

成
し

､

軽

痺
的
に

政

治

的
に

北

欧
の

天

地

に

潤
歩
し

た
｡

こ

れ

は

坪

囲
拓
商
に

見
る
べ

か

ら

ざ

る

現

象

で

あ
つ

て
､

中

西
ギ
ル

ド
■

を

区

別

し

得
る

一

線
で

た

か

ら

う

か
｡

葦
僑
ギ
ル

ド

は

猿
逸
ハ

ン

ザ

と

異
り

､

母

国
の

都
市
乃
至

政

権
を

背
景

上
寸
ノ

る

こ

と

た

く
､

政

治

的
関
心

を

持
た

な

か

つ

た
か

ら
､

海

外

諸
国
に

於
て

､

そ
の

政

権
の

移
動
あ
る

に

も

拘
ら

ず
､

排
斥

に

遭
ふ

こ

ど
た

く
､

数
百

千

年
に

亙
り

､

在
韓
的
に

大

喪
展
を

為
し

得
た

と

翰
ず
る

も
の

が

あ
る

｡

果
し

て

信
ず
べ

き

も
の
.

だ

ら

う

か
｡

.

中

国
の

商

人
ギ

ル

下

は
､

単
に

商
権
の

擁
護
を

目

的
と

す
る

も
の

で

た

+
､

協
同

自

治
の

生

活

軒
ん

と

て

蓋
で

雪
｡

■
商

人

′

の

外

手
工

業
者
そ

の

他
の

雑
費
者
を

抱

括
す
る

や
う

に

な

れ

ぼ
､

居
留
民
国
の

如
せ

行

政

事

務
を

行
は

な

け

れ

ば

た

ら

た

く
な

る
｡

例
之

■

重
商
が

横
濱
の

南
京
町

に

居

留
し

た
と

き
､

合
議
所
を

建
設
し

､

自
国

人
屈
の

取

締
を

薦
.

さ

ん
こ

と

を

請
願
し

､

幕
府
の

許
可
を

得
た

｡

そ

の

律
之

を

摸
大
強

化

し
､

中

華
倉
館
と

為
し

た
｡

該
倉
館
に

ほ

常
務

､

教
務

､

僑
務

､

財

務
､

慈
務
の

六

科

あ
り
､

各
科
に

理

事
一

名

･
′

■

､

√

〉

-

､
′



華
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∵
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∴
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三

の

外
､

委

員
二

名

乃
至
六

名
を

居
き

､

居
留

民
に

閲
す
る

行
政
事

務

を

執

行
し

て

ゐ

る
｡

日

本
の

如

く

屠
地

主

義
を

励
行
す
る

国
家
内
に

あ
つ

て

す
ら

檜
ほ

若
干

自
治

的
に

市

民
的
行

政

事
務
を

虞
理

し

得
る

の

だ

か

ら
､

属
人
主

義
の

行
は

れ

た

南
拓
諸
国
に

於
て

相

首
廣
汎
な

る

自
治
生

活
を

軽
脅
し

得
た
こ

と

は
､

僑
長
制
度
に

徹
し
て

明
で

あ

ら

う
｡

中

国
ギ
ル

下

は

官
憲
の

制
約
さ
へ

な

け

れ

ば
､

地

方

行
政

に

干

興
す
る

に

至

る

べ
■
き

も
の

で

あ
る

｡

清
の

嘉
慶
道
光
の

際
､

山

西
省
保

徳
出

身
の

段

契
両

家
が

内

蒙
古
ヲ

ル
.

ド

ス

地

方

黄
河
の

北

岸
南
港
子

に

爽
.
り

水

蓮

業
を

皆
ん

だ
､

爾

後
河

曲
よ

り

同

業
者
の

集
る

も
の

漸

.
く
多

く
､

道
光
二

年
(

一

八
二

二

年
)

南
海
子

河

儀
敢
た

る

ギ
ル

ド

を

結
ん
だ

｡

民
国
二

十
五

年
(

一

九

三

六

年
)

に

於

け
る

南
海
子
の

人
は

一

千
五

名
に

達

し
た

が
､

水

運

業
者

及

之
に

関
係
あ

る

業
者

大

部
分
を

占
め
■､

河

路
祀
を

中
心

と

し
て

村
落
自
治

生

活
を

営
ん
で

ゐ

る
｡

河

北

省
蘇
願
の

十

重

塵

も

亦

水

蓮

業
者
よ

り

成
り

､

仝

撃
二

百

戸

許
り

､

水
蓮

業
の

み

に

よ

り

生

を

営
む

も
の

百

八
十

戸
､

水
道

業

の

外

鼻
糞
を

乗
ぬ

る

も
の

百

二

十

戸
､

船
倉
と

放
す

る

ギ

ル

ド

を

贋
威
す
る

｡

船
倉
が

壁

敦
を

左

右
す
る

こ

と

冨

ふ

ま
で

も
な

い
｡

清
代

ギ
ル

下

の

都
市
行
政
に

参

興
し

た

も
の

各
所
に

散

在
し

た
が

､

そ
の

最
も

薪
は

れ

た

も
の

は

泊

頭
の

萬
年
豊

と

営
口

の

公

議
合
で

あ
つ

た
｡

清
洲
に

は

公

議
合
と

稀
し

､

全

市
の

商

葉
ギ
ル

ド

を

糾

合
せ

る

高
次

的
囲

饅
普
遍

し

て

ゐ

た
が

､

そ
の

粗

大

な

る

権

能
を

葦
挺
し

た

も
の

は
､

露

頭

措

黒
龍
州
の

公

議
合
で

あ
つ

た
｡

一

九
一

二

年
の

出

版
に

係

る

露

人
ウ

ヱ

･

ダ
ラ

ー

ウ
ヱ

の

『

露

領

沿

黒
龍
州
に

於
け

る

葦
､

韓
､

日

人
』

に

譲
ら

ん

か
バ

『

該
州

に
.
於

け

る

中

隊
人
は

官

憲
の

横
暴
に

由
抗

す
る

た

め
､

公

議
倉
を

作
る

を

常
と

し
､

相
互

扶
助

と

共
同

防
禦
を

そ
の

目

的
と

す
る

｡

そ

の

う

ち

に

人
参

､

砂
金

､

鹿
角

､

紹

皮
を

採
取

し

毛

皮
を

買
収

す
一

帖

も
の

ゝ

公

議
倉
が

あ
る

｡

大

饅
親

戚

関
係

あ
る

も
の

よ

り

構
成
せ

ら
れ

､

そ

の

合
点
三

百

名
に

達
す
る

｡

一

人
の

合
長

､

十

二

人
の

長
老

､

そ

の

助
手

､

裁
判
官
及

書
記

な

ど

19

の

役

員
あ
つ

て

合
務

を

虔
理

す
る

｡

往
々

南

勢
漁
業
に

従
事

す
る

も
の

を

包
括
す
る

｡

組

合
員
に

勤

し

て

は

仲
間
の

貧
窮
た

る

も
の

を

拾

乃

､

漢

民

族
の

海
洋

襲
展
と

そ

の

商
人
ギ

ル

ド



で

02

t

一

橋

論

叢

弟
二

十

六
巷

第
一

凍

て

置

く
て

と

潔
く

､

そ

の

病

気
の

と
き

2

を

援
助
す
べ

き

こ

と
を

命
じ

､

雇
主
た

る

も
の

に

膵
手

に

努

動
老
を

解
雇
す
る

こ

と

を

許
さ

た

い
｡

必

ず
共
通
の

虔
畳
衡
を

用

ふ
べ

く
､

土
着

民
を

欺
瞞
す
る

こ

と

を

禁
ず
る

｡

可

二

般
に

賭
博

場
を

開
く
こ

と
を

禁
じ

､

二
千

中
唯
ニ

ケ

月

を

限
り

そ
の

開
帳
を

許
し

､

窃
盗

､

罵
言

､

年
給

､

喧
騒

､

殺
傷
何
れ

も

之

を

禁
ず
る

｡

盗

賊
の

防
禦

を

厳
重
に

し
､

盗

賊
を

陰
暦

す
る

も
の

あ

れ

ば
､

之

を

盗

賊
と

同

罪
と

す
る

｡

組

合
員
の

裁
判
は

勿

論
､

華
人
封

土

着
民
の

訴
訟
を

審
理

し
､

公

議
倉
の

規
約
を

犯

す

も
の

あ

れ

ぼ
､

単
に

組
合
員
の

み

た

ら

ず
､

土

着
民
を

も

塵
罰
す
る

｡

刑

罰
に

は

罰

金
､

二

十

乃
至

四

十
の

箸
別

､

財

産
没
収

､

放
逐

､

河

流
し

､

生

壁

等
あ

り
､

鰐

皮
､

鹿
角

､

人
参
を

窃
取

す
る

も
の

は
､

緊
縛
の

上

河

中

に

投
ぜ

ら

れ

る
｡

公

議

今
の

収

入

は

罰

金
､

賭
博

場
の

吸

入
､

営
業
税

､

鰐

皮
､

鹿

角
､

人
参
の

取

引
手

数
料
で

あ
る

｡

』

と
の

こ

と

だ
｡

沿
ほ

同

氏

竺
殻
葦
商
も

ま

た

同

様
の

目

的
に

て

公
議
合
を

組

放
し

､

公

議
合
の

規
約
は

法
律
と

同
一

の

教
カ
を

有
し

､

歳
月
の

窪
過

と

共
に

漸
次

土

民
に

ま
で

勢
力
を

及

ぼ

し
､

土

着
民

に

封

す
る

司

法
､

行
政

権
す
ら

掌

握
す
る

と

述
べ

て

ゐ

る
｡

此

等
の

公

議
合
は
イ
マ

ン

､

ク
ス

リ

ー

南
河
の

露

領
沿

岸
の

司

法

行

政
を

一

手
に

牧

め
､

露

困
の

土

着
民
統
治
に

つ

き

大
害
を

輿
ふ

る

や

う
に

な

つ

た
･ ｡

そ

れ

で
一

九

〇

八
年
滑

黒
瀧
州

総
督
は

公

議
倉
の

役

員
を

捕

へ

､

そ

の

退
去
を

命
じ

､

土

着
民

を

解
放
し

､

穏
か

に

事
た

き

を

得

宅

若
し

露

囲
官
憲
の

碍
墜
さ
へ

た

か

つ

た
た

ら

ぼ
､

彼
等
は

申

せ

の

自
治

都
市
に

彷
彿
た
る

自
治

部
落
を

樹
立

す
る

に

止

ま

る

こ

と
な

く
､

更
ら

に

準
ル

で

或
は

連
合
に

依
り

､

或
は

併
合
に

依
り

､

-

小

国
を

建
設

す
る

可

能

性
あ
つ

た
だ

ら

う
｡

清
洲
滑

黒
寵

州
に

入

り
､

公

議
倉
を

組

織
せ

る

も
の

は

華
北

人
で

あ
る

｡

葦
北

人
を

以
て

華
南
人
に

此

較
せ

ん

か
｡

彼
等
は

華
南
人
の

民

族

的
圃

緯
の

輩
固

､

郷

賞
観
念
の

犠
烈

､

民
族

的
意

識
の

昂

揚
た

る

に

如

か

ざ
る

も
の

あ

り
､

そ

の

気
質
の

慄
悍
な

る

に

至

つ

て

は

到

底
及

ば

な
い

｡

し
か

も

猶
ほ

彼
等
は

他
邦
に

於
て

自
治

部
落
を

樹
立

し

待
た
の

だ

か

ら
､

華
南
人
が

南
港
諸
因
に

放
て

同

等
以
上
の

業
績

βク
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･

一

束

三

三
二

･

二

二
㌦
/

二
∵

さ

ご

｡

､

･-

へ

を

挙
げ

得
ぎ

る

理

由

な

か

ら

う
｡

肇
商
人

殊
に

闘
争
出

身
者
は

西
欧

洛
洋
民

族
と

等
し

く
､

勇
敢
で

あ
つ

て

冒

険
心
に

富
み

､

武
器

を

具

へ

､

除
を

組

ん
で

航

海
し

､

海
商
に

し

て

海
賊
を

兼

ね

た
る

も
の

少

く

た

く
､

今
日

と
て

も

商

賊
不

明
の

も
の

も

あ

る
｡

ま
た

歴

代

彼
等

の

跡
を

逐
ふ

て

移
住
す
る

亡

命
客
多
か

つ

宅

亡

命
客
は

何
れ

も

皆

政

治

的
意
向
を

抱
き

､

戎
ほ

宋
の

篤
め

に

元
を

琴
し

､

或
は

明
の

蔑

め
に

清
を

滅
さ

ん
と

し

た
｡

往
々

反

清
夜
明
を

療
梼
す
る

三

食
倉
た

ど

秘
密
綜
敢
に

廃
す
る

も
の

鴻

ま
た

混

入

し

た
｡

清
代

此

穫
の

政

客

輩
出

し
､

或
ほ

太

平
天

囲
の

酸
義
あ

り
､

或
は

戊
成

敦

欒
の

康
梁
あ

り
､

或
は

革
命
眞
の

孫
黄
あ
つ

た
｡

何
分
華
僑
は

異
民
族
の

国
中
に

あ

る

こ

と
ゝ

て
､

敦

客
に

動
か

さ

れ

て
､

民
族
意

識
を

喚
起

し

易
く

､

ま
た

そ

の

衆
と

､

富
と

は

彼
等
を

授
け
て

そ
の

志
を

成
さ

し

む
る

に

一

､

足

る
｡

孫
文
の

如
き

は

城
端
輿
漠
を

捷

唱
し

､

華
僑
の

支

援
を

受
け

､

辛
亥
革
命
を

激
成
し

た
た

め
､

華
僑
を

稲
し

て

革

命
の

母

と

し

宅

さ

れ

ば

拳
僑
に

政

治

的
関
心

た

し

と

言
ふ

こ

と

出

爽

ぬ

だ

ら
う

｡

彼
等
の

移
住
地

を

以
て

之
を

中

国
に

比

較
せ

ん

か
｡

そ

の

文

化

的
水

準

に

於
て

中

国
よ

り

低
く

､

経

密
約
程

度
に

於
て

中

国
に

下

り
､

政

治

的
権
力
に

於
て

中

国
よ

り

易
い

｡

彼
等
の

活

動
し

易
き

こ

と
イ

マ

ン

､

ウ

ス

リ

ー

に

劣
る

も
の

で

な

か

ら

う
｡

且
つ

イ
マ

ン

､

ウ

ス

リ

ー

に

放
て

田

舎
に

数
古

人
衆

居

す
る

に

過
ぎ

な

か

つ

た
が

､

南
海
に

於
て

は

大

都
通

邑
に

或
は

数
千

或
は

敦
寓
群

生

す
る

を

常
と

し

た
｡

例
之

〓
ハ

三

九

年
マ

ニ

ラ

に

住
む

も
の

四

商
に

達

し
､

一

七

二

〇
年
バ

タ

ー

ビ

ア

に

住
む

も
の

市

空
ハ

萬
郊
外
四

萬
合
計

約
十

常
に

及

ん
だ

｡

何
れ

も

骨
ギ

ル

ド

的
結
束
を

属
し

､

若
干
の

武
器

を

具
へ

て

ゐ

た
｡

彼

■

等
に

し

て

墳
に

乗

じ
コ

ン

ミ

ュ

ー

ン

蓮

勤
に

倣
つ

て

酵
起

せ

ん

か
､

中

華
植
民
地

を

創

建
し

得
ざ
る

理

由
た

か

ら

う
｡

こ

れ

に

つ

き

断
片

た

が

ら

若
干
の

史
料
が

存

す
る

｡

恵
理
膠

璧
の

香
港
の

傑
に

『

昔
洪

武
二

年
(

一

三

六

九

年
)

石

浜
東
入

院
覿

義
等

｡

全

豪
皆

逃

居

此
｡

■

途

充
馬
頭
目

｡

大

壁
桑

横
｡

凡

客
船
過

｡

韓
便
幼

奪
財

物
｡

』

と
･
あ

る
｡

こ

れ

は

明

初

廣
東
人
陳
覿

義
が

ス

マ

エ
フ

の

バ

レ

ン

バ

ン

を

領

一

2 1

有
し

､

.
商

船
を

掠

奪
し

た

と

言
ふ

こ

と

だ

が
､

恐

ら

く

重
義
隠
の

都
市

君
主

が

貿
易
と

梅
賊
と

を

兼
ね

行
つ

た

も
の

L

揆
を

一

に

す
る

漠

民

族
の

海
洋

贅
展
と

そ

の

商
人
ギ

ル

ド

βJ

土中



一

橋
■
論
,
叢

弟
二

十

六
春

希
一

波

2 2

も
の

だ

ら

う
｡

文

殊
域
周
番

線
に

『

初

南
緯
衆

道
明

貿
易
於

舟

唾

周
｡

久

而

情
熱

｡

肇
家
住
居

｡

積
有
年
歳

｡

関
東
軍

民
棄

郷
里

鳥
商

｡

㍊

従
之

者
室

数
千

人
｡

推

梁
道
明

篤
長

｡

』

と

あ
る

｡

こ

れ

は

廣
東
の

海
商

梁

道
明
が

瓜
畦

に

定

住

し
､

そ
の

他

妃

居
留
す
る

福

建
贋
東
商

人
k

推
さ

れ

て

酋
長
と

な

つ

た
と

言
ふ

こ

と

だ
｡

彼
は

永

楽
三

年
(

一

四

〇
五

年
)

明
の

招
撫

に

應
じ

た
の

で
､

■
そ

の

後
栂
者
が

バ

レ

ン

バ

ツ

の

宜
慰
使
に

任

ぜ

ら

れ

た
｡

こ

れ

で
■
少

く

と

も

明

朝
に

海
商
が

圏

結
し

て

南
港
に

中

華
小

梅
民
地

を

建
設
し

た
こ

と
が

到
る

だ

ら

う
｡

中

西
請
書
の

記

載
す
る

所
に

掠
ら

ん

か
｡

明

初
よ

り

清
岡

冶
末

年
(

一

八

七
四

年
)

に

亙
り

､

五

百
五

年
間
に

東
南

申
和

並
の

遥

薙
及

馬

衆
､

南
洋
の

比

律
芸

､

ボ

ル

ネ
ヲ

､

ジ

ャ

バ
､

及
ス

マ

ー

エ
フ

に

放
て

､

大
小
の

囲
を

達
て

る

も
の

十
四

に

達
し

て

ゐ

る
｡

国
を

建
つ

る

に

及

ぼ

ず
､

領
主

に

撃
滅
せ

ら
れ

た

も
の

少

た

か

ら
ぬ

こ

と

も
亦

想

像

す
る

収

難
く
た

い
｡

葦
僑
の

此

律
賓
各
地

に

居
住
貿
易
す
る

も
の

多

く
､

〓
ハ

0

0

年
頃
そ

の

マ

ニ

ラ

に

を
る

も
の

二

萬
五

千
人
に

達
し

､

西
環
牙

政

権

及

土

着
民
に

忌
ま

れ

大
に

整
迫

せ

ら

れ

た
｡

彼
等
は

憤
り

に

耐
へ

ず
､

一

六

〇
三

年
兵

を

執
つ

て

立
つ

た

が
､

戦
利
あ
ら

ず
､

虐
殺
せ

ら

れ

る

も
の

二

萬
四

千

飴

人
､

生

者
僅
か

に

五

百

人
に

過
ぎ

た
ー

か

つ

た
｡

爾

後
同

一

事

情
に

依
り

屠

殺
せ

ら

れ

る

こ

と

三

岡

に

及

ん

だ
｡

蘭
領

印

度
に

於
て

も

ま

た
一

七

四

〇
年
バ

タ

ビ

ア
､

ス

ラ

バ

ヤ
､

ソ

ロ

各
地

に

亙
り

葦
僑
の

虐
殺
行
は

れ

た
｡

彼
等
は

所

在

屡
次

虐
殺
せ

ら

れ
､

章
に

因
襲
つ

る

も
の

も

ま

空
衰

亡

し
､

遼
に

一

■

偶
の

植
民
地

だ

も

残
存
し

な

い

も
の

ほ

何
故
で

あ

ら

う

か
｡

そ

れ

は

主

と

し

て

歴

代
王

朝
が

港
外

移
住
禁
止

敦

策
を

採
つ

た
か

ら

で

あ
る

｡

唐
朝
は

中

国
倖
統
の

倫
理

観
念
か

ら
､

『

地

乗
組

宗
墟
真
之

禁
､

』

を

執
し

士

民
の

海
外
に

移
住
す
る

こ

と
を

禁
じ

た
｡

明

は

海

賊
の

横
行

に

因

み
､

特
に

此

禁
を

厳
に

し
､

清
も

亦

鄭
成
功
が

茎

澤
に

接
り

反
抗

し

た
の

で
､

明
切

敦

策
計

襲
つ

た
｡

清
孝
に

掠
る

に
､

港
外
に

赴

く
も
の

は

軍
情
漏

泄
罪

に

照

ら

し

死

刑
に

虚
せ

ら

れ

た
｡

一

七

四

〇

年
の

役
､

和

蘭
政

権
は

清
の

報
復
を

怖
れ

､

使

を

遺

し

陳
謝

し

た

と

き
､

乾
隆
帝
ほ

『

華
氏

不

鰭
背
乗

組

宗
慶
墓

｡

出

洋
謀
利

｡

朝
廷

概
不

問
問

｡

』

と

答
へ

宅

四

方
を

琴
略
し

た

乾
隆

帝
す

ら

斯
の

如

し

■ノ
･さ
■
■

j
二

【ノ

′

ヽ

チ

/

一t



し
･
苧

去
･､

､

?
㌻

二
.

ふ

子

二
■

母

七

ダ

.

/
郎

■
.
ご

､

∵
ノ

r
∵

漣

そ
′

-ゝニーI

だ
｡

歴

朝
華
僑
を

棄

民
硯
す
る

甚
だ

し

か

つ

た
こ

と

言
ふ

ま
で

も

な

く
､

華
僑
の

力
を

伸
ば
し

得
ぎ

る

こ

と

首
然
で

な

か

ら

う

か
｡

若
し

･

葦
僑
に

し
て

中

国
を

背
景
と

す
る

を

得
た

ら

ん
か

､

そ

の

甫

準
に

於

け
る

賓
績
が

､

猫
逸
ハ

ン

ザ

臥

北

欧
に

於

け

る

駄
の

に

勝
る

も
の

あ

つ

た

だ

ら

う
｡

邸
和
の

西
征

は

明

代
の

盛

挙
と

し

て

激
賞
せ

ら

れ

る

け

れ

ど

も
､

元

が

十

萬
の

兵
を

以
て

日

本
を

伐
つ

た
も
の

と

異
り

､

二

萬
七

千

八

百

人
を

率
い

､

貿
易
を

主

と
し

た

も
の

た

る

に

も

拘
ら

ず
､

南
海
三

十

七

囲
を

朝
貢
せ

し

め
■
た

｡

南
海
諸
囲
の

制
御

し

易
き

と

と

斯
の

如
■し

だ
｡

明
が

自

ら

互

資
を

投
じ

西
征
せ

ず
と

も
､

『

寸

板

不

許
下

海
』

の

禁
令
を

撤
去

し
､

海
商
を

し

て

自

由
に

雄

飛
せ

し

め
､

々

の

部
落
を

為
し

､

国
を

建
つ

る

を

待
ち

､

国
旗
之

に

陸

曹
-

と
､

恰
も

猪
ほ

華
北

人
の

満
蒙
に

移
住
す
る

も
の

､

屯
を

作
り

､

塵
を

築

く
に

従
び

､

地

方
官
衛

を

設

置
し

､

途
に

之
を

州

靡
に

礪
入

す
る

や

う

に

す
れ

ば
､

夙
に

南
海
を

植
民
地

化

し

得
た
こ

と
だ

ら

う
｡

第
六

愛
法
白
蓮
以

降
の

華
僑
の

政

治

動
向

中

国
が

下

海
の

禁
を

霞
め

た
の

は
+

八

六

〇

年
英
彿
が

そ

の

領

土

閲

蟄
の

蔑
め

､

葦
民
を

招

致
せ

ん
こ

と
を

要
求

し

た
に

始

ま
る

｡

爾

衆
友
邦
に

公

使

館
や

領
事
館
を

建
て

て

僅
か

に

蟄
僑
と
の

聯
繋
稽
上

緊
密
に

な

つ

た
の

は

奨
法

自
薦
以

降
で

あ

る
｡

常
時
政

府
は

園
命
を

維
持
せ

ん

と

し
､

国

民
も

亦

種

族
を

保

全

せ

ん

と

し

た
の

で

両
者

略
ほ

一

致
の

行
動
を

採
り

得
る

や
う

に

た

つ

た
｡

政

府
の

華
僑
に

封

す

る

藁
葺
僑
を

本
国
に

結

合
せ

し

め

ん

と

す
る

言
で

号
､

華
僑
も

亦

貰
の

要

望
に

副

は

ん

と

し

碧
の

態
度
終
始

警
る

こ

と

′

な

か

つ

た
｡

政

府
蜂

官
商
を

連
絡
し

､

商

権
を

回

復
す
る

一

法

と

し
て

商

合
法

即
ち

商

業
合
議
所

法
を

制
定
し

た

と
き

､

華
僑
を

し
て

之

に

則
り

､

漁
腐

食
を

設

け

市
内
の

商
工

ギ
ル

ド

を

統
括
せ

し

め

ん

と

し

た
｡

華
僑
も

亦

之
に

應
じ

､

郷
賞

的
同

業
的
ギ
ル

下

を

超
越

.
し

､

2 3

漁
商

合
を

建
つ

る

の

み

雷
ず

､

中

華
合

館
さ
へ

作
る

や

う
に

滴

っ

た
G

そ

の

華
僑
を

本
国
に

琴
質

す
る

紐

帯
と
し

て

最

量
は

れ

雷

㍊

ゝ

漠
民

族
の

海
洋

雀

展
と

そ

の

商
人

ギ
ル

ド



一

橋

静

養

第
二

十

六

食

券
一

腰

24

の

竺
九

〇

九

争
の

国
籍
法
で

あ

る
｡

そ

れ

は

父
を

中

国
人
と

す
る

も
の

､

若
く
は

父

不

明

寧
る

か
､

国
籍
を

看
せ

ざ

る

と
き

､

そ

の

母

朗

≠

を

中

国
人

と

す
る

も
の

は
ヾ

出
生

地

の

如

何
を

間
は

ず
､

中

国
人
と

す
る

も
の

で

あ
つ

て
､

醇
乎

た
る

血

統
主

義
で

あ

る
｡

こ

れ

ま

た

華

僑
の

共

鳴
を

博
し

た
こ

と

言
ふ

を

保
た
ぬ

｡

苧
亥
革
命
後

､

政

府
接

華
倍
の

革
命
に

関
す
る

功

績
の

大
た

る

と
､

そ

の

勢
力
の

盛

ん
な

る

と

に

顧
み

､

民
国
七

年
(

一

九
一

八

年
)

国
務

院

僑
工

事

後
所

を

設

け
､

数
次
の

改

訂
を

為
し

､

二

十
一

年
途
に

僑
務
委

員
倉
を

麿
き

､

僑

民
の

移
植

､

教
育

､

賓
業
輿

節
､

同

国
投

資
を

葦
ら

し

め

た
｡

国
民
羞
は

華
僑
の

支

援
を

安

く
る

こ

と

頗
る

多

く
､

ま

た

最
も

華
僑
の

事

卜

情
に

通
ず
る

の

で
､

案
内
に

海
外

部
た

る

も
の

を

設

け
､

之
を

華
僑
の

指
導

本
営

と

し
､

そ

の

下

に

葦
僑

蓮
動
講
習

所
を

建
て

､

こ

ゝ

で

養
成
し

た

人

材
を

海
外
に

涙
道
し

て
､

葦
僑
の

指
導
に

首
ら

し

め
､

港
外

各

軍
に

国
民
英
文

部
を

居
き

､

海
外

部
の

監

督
を

受
け

華
僑
を

分
轄
せ

し

め

ん

と

し
た

｡

し

か

し

彼
等
は

葦
僑
が

そ

の

願

使
に

甘
ん

ず
る

も
の

で

た

い

こ

と

を

知
ケ

て

ゐ

る
｡

大
正

十

四

年
国

民
合

議
を

開
い

た

際
､

十

六

名
の

葦
僑
代

表

者
を

列

席
せ

し
め

､

重

大
た

る

国
事
の

審
議
に

輿
ら

し

め

た
｡

又

昭

和
六

年
国
民

合
議
を

催
し

た

と

き

も
､

そ

の

代

表
者
を

列

席
せ

し

め
. ､

新
約
法
の

制
定
に

加
は

ら

し

め

た
｡

華
僑
は

本
国
同

胞
に

此

す
れ

ば

民

族
心

強
い

の

で
､

敢

府
の

意

園
に

副
ふ

や

う
.
に

な

り
､

苛
僑
と

中

国
と

は
一

髄
と
た

り

協
同

動
作
に

出
づ

る

に

室
つ

た
｡

そ

れ

に

つ

き

危
険
を

感

ず
る

も
の

は

葦
僑
の

居

留
す
る

国
家
と
そ

の

土

着
民
た

る

こ

と

言
ふ

ま
で

も

た

い
｡

彼
等
は

華
僑
が

敦

詩

的
意

圏
を

靖
せ

ず
､

通

商

柘
地

に

従
び

､

そ

の

利
大

た

る

も
の

あ
つ

た

か

ら
､

之

を

自
由

放

任
に

付
し

た

ぼ

か

り

で

た

く
､

往
々

之
を

優
待
し

た
｡

し

か

し

華
僑
が

商

業
を

主

と
し

農
鋳
工

汎

■

ゆ

る

企

柔
を

営
み

､

潮
攻
土

着
民
の

職
を

奪
つ

た
の

で
､

そ

の

反

感
を

買
ふ

や

う
に

な

つ

た
｡

ま

た

華
僑
の

ヤ

う
た

優
秀
な

民

族
が

停
統

を

固

執
し

､

大

同

囲

結
す
る

こ

と

は
､

国
中

囲
を

樹
て

る

も
の

で

あ
り

､

殊
に

本
国
と

連
絡
を

通

ず
る

の

だ

か

ら
､

土
地

政

権
た

る

も
の

警
戒
せ

ざ

る

を

得
ぬ

｡

且
つ

華
僑
間
に

民
族
主

義
の

流
行

す
る

こ

と

は
､

土

着
民
を

刺
戟
し

､

土
地

政

権
に

反
抗
せ

し

め

る

や

う

に

た

る
｡

>
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加
ふ

る

に
､

三

合
食
た

ど

曇
爽

華
僑
や

土

着
民
の

季

穫
を

煽
動
し

､

殊
に

近

年
に

及

び

共

産
寛
が

そ

の

主

義
を

宜
侍
す
る

や

う

に

な

つ

た
｡

そ

れ

で

土

着
教

権
は

華
僑
を

制
約
す
べ

き

政

策
を

執
り

､

秘
密
持
直
た

ど
を

弾
璽
す
る

の

み
な

ら

ず
､

華
僑
の

入

国
､

企

業
､

教
育
等
を

制
限
し

て
､

そ

の

襲
展
を

抑
制
し

､

別
に

国
籍
浜
を

制
定
し

､

自
国
領

内
に

出

生

し

た

も
の

を

以
て

､

そ

の

国
民
と

為
し

､

強

制
駒
に
･
華

一

席
を

辟
化
せ

し

め
､

努
め
て

白
歯
へ

の

同

化
を

囲
り

､

華
僑
と

中

国
と
の

聯
緊
を

断
絶
せ

ん
と

し

た
｡

往
々

土

着
民
の

華
僑
に

対

す
る

反

感
を

利
用

し
､

そ
の

自

家

排
斥

運

動
を

華
僑
排
斥

運

動
に

樽
ぜ

し

め

ん
と

す
る

も
の

も

あ
つ

た
｡

彼
此

政

策
は

か

く
も

異
つ

て

ゐ

る

が
､

そ
の

執
れ
が

膠
つ

も
の

だ

ら

う

か
｡

上

記

中

国
の

華
僑
政

策
が

昔
日

大

中

華
帝
国
た

り

し

と
き

に

資
行
せ

ら

れ

ん
か

､

南
海
窮
少

諸
民
族
が

､

各
々

囲
を

建
て

し
こ

と
た

れ

ば
､

落
つ

る

も
の

を

拾

ふ

が

如

く
で

あ
つ

た

ら

う
｡

清
末
以

降
中

国
の

勢
力

郎
滅
し

南
港
反
つ

て

外

張
の

割
接
す

る

断

と
た

つ

た

か

ら
､

中
国
に

如
何
た

る

名

策
あ
つ

て

も

之
を

施
す
に

由
た

か

つ

た
の

で
､

そ

の

政

策
は

具
文

と

た

つ
.

た
｡

し
か

し
､

華
僑
の

覚
醒

と

努
力
と

に

ょ
り

漢
民
族
の

希
望
を

達

成
せ

し

む
べ

き

路
を

辿
り

つ

ゝ

あ
つ

た
｡

民
族
意

識
の

昂
揚
に

倖

び
､

市
内
に

剖
接
せ

寺
同

郷

的
同

業
的
ギ

ル

ド

は

中

華
合
餞
乃
至

中

葦
鵜
商

合
に

競
合
せ

ら

れ

た
｡

民
主

主

義
の

流

行
に

従
び

､

海
商
ギ
ル

ド

に

屈
伏
し

た

雑
業
ギ
ゆ

ド

は

顔
起

し
､

漸
攻
合

館
や

宿

舎
に

就
号

数

治

産

晴
間
題
を

討
議
す
る

や
う

に

た

つ

た
｡

一

旦

市
内
の

葦
僑

乃
至

漢
民

族
全

般
に

閲
す
る

大

小

事
件

蟄
生

せ

ん

か
｡

合
偉
力
重

商

禽
が

主

と
た

り
､

関
係

地

域
の

l

汎
ゆ

る

園

鰻
を

糾
合
し
､

そ
の

虎
理

法

を

議
定
し

､

こ

れ

が

蔑
め

往
々

特
殊
の

園

健
を

組

絨
す
る

｡

そ

の

一

市
の

華
僑
の

み

に

関
す

る

も
の

は
､

⊥

市
の

圏

鰻
に

て
､

■
在

留

国
の

華
僑
の

み
に

関
す
る

も
の

は

在

留
囲
の

圏

■
-

健
に

て
､

藻
屑
族
全

般
に

関
す
る

も
の

性

内

外

圏

鰻
に

て

解
決

す
る

を

常
と

す
る

｡

小

国

髄
に

て

解
決

す
る

能
は

ぎ

る

も
の

雪
9
と

き
､

お
■

路
次
大

圏
饅
の

援
助
を

請
ふ

べ

き

も
の

で

あ

る
｡

含
館
乃
至

商

倉
が

〓
巾

の

国
債
を

合
従
し

､

市
内
の

事
件
を

塵
理

し

た

例
故
聾
す
る

に

鮎

漠
民

族
の

海
洋

襲
展
と

そ

の

商
人
ギ

ル

ド
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二

十

六

春

草
一

挙

蓮
た

い

が

在

留
囲
の

諸
国

鯉
軒

連
横
し

て

国
内

事
件
を

虚
理

し

空
…
も

亦
少

く
た
い

｡

蘭
領

印

度
政

権
溺

華
僑
の

入

国
を

制
限
せ

ん

と

が

し
､

入

園
穣

一

人

音
百

盾
を

徴
牧

し

た
の

で
､

一

九
三

二

年
バ

タ

ビ

ア

中

華
絶
商

食
の

漣

唱
に

依
り

蘭
印

仝

上

に

存
在

す
る

三

十

商

令
達

㌧

熱
レ

て
､

霊
樟
に

封

し
､

葦
偶
の

蘭
印
に

於

芝
地

位
の

重

要

性
を

認
識
し

､

そ

の

入

国
制

堅
違
和

す
る

ト
ー

と

を

要

請
し

竜
北

清

事
件

(

一

九

〇

〇
年
)

以

降
､

中

国
に

於
て

大
小
の

内

治

外

交
問
題
叢
生

し
､

漢
民

族
､

延
い

て

は

華
僑
の

奮
起

を

促
す
べ

き

も
の

無

数

で

あ
つ

た
｡

清
末
に

於
け

る

園
内
の

重

要
問
題
は

､

省

内
の

銭
道
は

省
人
に

依
り

布
設

せ

ら
る

べ

き

も
の

た

る

や

否
や
で

あ

つ

た
｡

そ

の

●

う
ち

最
も

紛
糾
し

た
の

ほ

漸

江
､

魯
漢

､

川

其
の

三

鏡
道
問
題
で

あ
つ

た
｡

新
江

廣
東
南

省

人
は

各
々

省
内

絨
造
を

布
設
せ

ん
こ

と

を

強

調
し

､

そ

の

後
援
を

華
僑
ギ

ル

下

に

懇
請
し

た
｡

清
朝
は

川

漠
鋳
造
を

固
有
に

せ

ん
と

し
､

四

川

人
並

に

内

功

讐
人
の

反

対
に

邁
び

途
に

選

任
の

端
を

啓
い

た
｡

外

交
問
題
は

種
々

あ
つ

て
､

外

蒙
古
自
治

､

廣
束
香
港

両
政

権
統

率
､

臨
城
事
件

､

五

井

事

件
た

ど

そ

の

節
は

れ

た
も
の

で

あ

る

が
､

月

本
に

謝
す
る

も
の

最
も

多

く
ま

た

最
も

重

く
､

第
二

辰
丸

事
件

､

清
洲
事

欒
な

ど

枚
拳
す
る

に

連
な

く
､

中
日

事

攣
に

至
つ

て

極
つ

た
｡

此

等
問
題
の

起
つ

た

際
､

儲
外
各
地

に

存

在
す
る

合
館
乃
至

商
食
は

そ

の

勢
力

範
囲
内
の

諸
国
饅
を

糾
合
し

､

尋

い

で

海
外

及

本
国
の

諸
国
饅
と

通
電
呼

應
し

､

本
国
政

府
を

鞭
挺
し

､

互

に

手

を

携
へ

敵
国
に

括
抗

す
る

を

例

と

す
る

｡

今
そ
の

二

例
を

奉
げ

ん

か
｡

中
日

事
欒
秒

起
つ

た

と

き
､

国
民
政

府
は

そ

の

要
人

孫
科

､

栄
子

文
､

臭

鏡
城
を

南
海
諸
国
に

涙
道
し

､

葦
僑
の

應
援
を

懇

請
せ

し

め

た
｡

準
備
の

本
接
た

る

新

案
毅
の

政
商
合
領

袖
は

､

.

馬
爽

牛
島
に

存
呑

す
る

百

十

八

華
僑
国
債
の

代

表
一

千

飴
人
を

該

商

合
に

召

集
し

､

加

璽
薪

披

華
僑
鴛
賑
敵

国
難
民
大

倉
を

開
き

､

三

十
一

名
の

委

員
を

奉
げ

､

組

囲
の

救
援
に

着
手

し

た
｡

マ

ニ

ラ
､

廿

ヨ

ロ

ン

各

地

に

放
て

も

ま

た

親
商

合
の

費
企

に

依
り

同

趣
旨
の

大
倉
を

催
し

た
｡

遽
に

新
芸
妓
に

葦
賑

合
本
部
を

置
き

､

海
外

及

本
国
諸
圏
饅
と

連

合
し

､

抗
日

宜
俸

､

日

貨
排
斥

を

行
ふ

外
､

救

国
公

債
に

應
嘉
し
+

本
国
の

戦
時
産
業
に

投

資
し

､

別
に

義
勇

隊
を

編

制
し

て

本
国
に

赴

一

て

∵

二
■叶

r

■‥■
′

′乍
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摸
し

た
｡

そ

の

賓
績
の

一

例
と
し

て

公

債
の

應
募
頻

を

記
さ

ん
か

｡

昭

和

十
二

年
度
に

四

慮
五

千

簡
元

､

同
十

三

年
度
に

六

億
元

､

同

十

四

年
慶
に

二

十

億
元

で

あ
つ
■

て
､

年
々

増
大
の

一

路

を

過
つ

た
｡

さ

れ

ば

彼
等
は

外

磯
の

濁
逸
ハ

ン

ザ

が

内
地

の

同

盟

都
市
と

合
作
し

て

/

一

括

勤
し

た

も
の

と

類
似
の

鮎

あ

る

も
の

と

言
ふ

べ

き

だ
｡

そ

の

ハ

ン

ザ

と

異

挙
る

ほ

都
市
の

自

由

を

目

槙
と

す
る

コ

ン

ミ

ュ

∴
ン

運
動
を

酪

す
こ

と

な

く
､

内

治

殊
に

外

交
問
題
に

関
す
る

活

動
著
し

く
､

そ

の

範
囲
を

廣
大

な

る

こ

と

だ
｡

彼
等
に

し

て

斯
の

如
く

進
ま

ん

か
｡

南
海
諸
国
は

之
を

不

問
に
.
付
す
る

こ

と

出

来
る

も
の

だ

ら

う

か
｡

最
近

中

共
勃
興
す
る

に

及
び

､

萎
如
た

る

を

得
ざ
る

や
う

に

た

つ

た
｡

韓
七

中

共
■
と

華

僑

､

中

国
人
は

文

化
を

以
て

大
に

衿
り

､

自
ら

中

華
と

稀
し

､

他
を

夷
放

と

目

し
､

享

宙
帝
国
を

棲
梼
し

､

中

国
の

天

子
が

せ
界
を

凌

配

す

る

も
の

で

あ
つ

て
､

∴

他
に

封

等
歯
豪
あ
る

を

許
さ

な

い

も
の

と
し
て

ゐ

た
｡

し

か

し

賢
際
上

時
代

に

依
り

王

化

即
ち

中

葦
文

化
や

政

令
の

及

ぶ

範
単
に

廣
狭
大
小

あ
つ

た
こ

と

言
ふ

ま

で

も

た

い
｡

歴

代

文
化
や

致
命
の

最
も

速
き

に

及

ん
だ

の

は

清
朝
で

あ
る

｡

晴
代

文
化
や

政

■

令
の

行

は

れ

る

深
濁

に

應
じ

､

本
部

､

藩
部

､

朝
貢

囲
の

三

つ

に

別
れ

凌
｡

本
部
は

渓
清
岡
の

本
接
に

係
り

､

落
部
は

豪
､

戒
二

族
の

一
故
土
に

廃
し

､

朝
貢

囲
は

吏

ら
に

定
期
と
不

定
期
と
に

別
れ

､

定
期
朝
貢

囲
は

朝

鮮
､

琉
球

､

安

甫
､

遥

薙
､

蘇
祓

､

緬
旬

､

甫
掌

､

廓
爾

喀
即
ち
ネ
パ

ー

ル

で

あ
り

､

■不
定

期

朝
貢
囲
は

西
方
諸
国
で

あ
る

｡

南

海
諸
国
は

則
ち

定
期

朝
貢

困
に

属
し

た
｡

朝
貢

園
は

朝
鮮

､

安
甫

､

緬
旬

､

廓
爾

喀
た

ど

武
力
に

依
り

征

服
せ

ら

れ

た

も
の

も

あ
る

が
､

国
際
法

上
の

保

護
国
と

異
り

､

貿

易
の

便
の

薦
め

､

そ

の

名

を

借
る

に

過
ぎ

な
い

も
の

多
い

け
れ

ど

も
､

中
国
と

し

て
.

望

芸
困
を

以
て

自
ら

任

じ

た
こ

と

だ

ら

う
｡

西
力

東

灘
に

依
り
､

朝
貢
園
児

打

概
ね

欧

洲
の

版

圃
に

辟
し
｢

落
部
も

ま

た

苧
家

事

命
の

た

め

分
離
す
る

や
う

に

た

つ

た
｡

辛
亥
革
命
は

勝
浦
輿
漠
を

旗
印

と

し

清
朝
を

遺

留

漢
民

族
の

海
洋

尊
慮

と

を

の

商
人
ギ
ル

ド

ー】
℡



〕

て
′
ノ

′

一

橋

静

叢

第
二

ナ
六

春

草
一

壊

乃

■
任
せ

し

め

た

も
の

で

空
ノ

て
､

種

族
革
命
に

該

督
す
る

も
の

だ
｡

さ

れ

ば

清
朝
の

王

意
に

依
り
､

漢
民
族
と

聯

賢
し

溌
､

満
洲

､

蒙
古

､

◆

西

戎
､

土

耳
其

四

民
族
は

各
々

故
土

に

操
り

囲
を

建
て

ゝ

然
る
べ

き

も
の

で

あ

る
｡

外

豪
去

､

呼
倫
月
商

♪

西

戎
が

礪
立
を

宣
言
し

た
こ

と

理

由
の

あ
る

こ

主
だ

｡

中

華
民
国
は

落
部
を

喪

失
す
る

こ

と

を

恐
れ

､

俄
か

に

旗
印

を

五

族
共
和
に

換
へ

た

が

時
期
稀
に

遅
れ

た
｡

し

か

も

彼
等
は

『

失
地

回

復
』

の

希
望
を

捨
て

ザ
､

■
外

蒙
古
や

西
蔵
に

班

兵
し

､

日

本
よ

り

墓
碑

､

朝
鮮

､

琉
球
を

困

牧

す
べ

き

こ

と
を

放

論

ナ
る

も
の

あ
つ
･
た

｡

そ

の

南
海
諸
国
に

勤

し
て

何
等
か

の

要
望
た

い

筈
た

か

ら
う

｡

最
近

中

共
が

､

西
戎
に

出

兵
し

､

併
印
の

ホ

ー
･

チ

ミ

ン

軍
を

援
助
し

､

朝
鮮
軍
事
に

介
入

し

た
｡

そ

の

朝
鮮
に

介
入

す
る

に

克
ち

､

中

共

将
校

は

『

我
々

が

長
く

待
望
し

て

き

た

世
界
革

命

を

成
功

さ

せ

る

た
め

､

第
一

着
手

と

し
て

ア

ジ

ア

を

統
一

せ

ね

ば
た

ら

ぬ
｡

イ
ン

下

ネ
シ

ア
､

イ

ン

ド

シ

ナ
､

馬
衆

､

印

度
､

西
戎

､

泰
､

比

津
寅

､

日

本
､

す
べ

て

が
､

.
我
々

宴
極
の

目

療
で

あ
る

｡

』

と

訓
示

し

た
と
の

こ

と

だ
｡

世
上

往
々

此

馨
を

以
て

蘇
聯
の

指
吸
に

出
づ

る

も
の

と

し
て

ゐ

る
｡

こ

れ

ほ

楯
の

｢

面
を

見
て

､

そ

の

他
面
に

於
て

中

葦
思

想
の

潜
在

す
る

こ

と
を

忘
れ

る

も
の

で

た

か

ら
う

か
｡

中

共

と

中

葉
民
国
の

異
な

る

は
､

後
者
の

要
望
が

暴
論
的
た

る

に

封
し

､

前
者
の

目
標

が

廣
行

的
た

る

こ

と
だ

｡

中

共
は

せ
界

統
一

■
を

企

画
し

い

こ

と

勿

論
で

あ

る

が
､

清
朝
盛

時
の

版
酪
を

快
復
せ

ん

と
の

要
望
を

有
す
る

こ

と

そ

の
■

口

物

よ

り

察
知

せ

ら

れ

る
｡

現

状
よ

り

判
断
す

る

漑

そ

の

重
き

を

措
く

も
の

は

南
海

諸
国
で

あ

ら
う

｡

中

共
は

国
府
と

斉
し

く
､

華
僑
政

策
を

茸
施
す
る

た
め

､

在

外

中

国
人
に

閲
す
る

事
務

委

員
合
を

設

け

た
｡

最
近

そ

れ

を

強

化

す
る

た

め
､

国
際
戦
線
統

一

委

員
禽
を

思
い

た
｡

中

共
政

府
を

承

認
せ

る

ビ

ル

マ

､

イ

ン

ド

ネ
シ

ア

諸
国
に

大

使

を

藍
旭

し
､

そ
の

重

要
商

埠
に

領
事

館
を

建
立

し
､

公

然
共
産
主

義
を

宜

侍
し

､

藩
て

潜
在
せ

る

共

産
某
月
を

指
痕

し
､

地

下
工

作
に

従
事
せ

し

め
､

巧

妙
た

る

方
法
を

用
い
､

華
僑
を

そ

の

傘
下
に

置
か

ん
と

努
め

る
｡

そ

し

て

土

着
民
に

射
し

て

は
､

彼

■

等
の

常
套
手

段

た

る

毅
少

民
族

解
放
の

好
軒

柄
の

下

に

民
主

教

権
に

反

抗
せ

し

め
､

や

が

て

之
を

共
産

主

義
化

せ

し

め

ん
と

し
､

こ

れ

が

β∂

▼
も
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ゝ

･

㌔
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ノ

ブ

牽
ヤ

ー

≠
■■■
シ

雷
｢

㌻
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幸
㌻

三
㌔

㍍

十
㌔

モ
･一
十

. 叶

ふ

た

め

必

要
あ

る

際
に

は

武
力

援
助
さ
へ

辞

さ

た

い
｡

そ

の

賓
績
未
だ

詳
で

な

い

が
｢

華
僑
の

互

頭
た
る

堕
爵

庚
は

晩
に

中

共
の

政

府
委

員

と

為
り

､

堕
罪

庚
と

勢
望
匹

敵
し

､

し

か

も

氷

衆
相

容

れ
な

い

胡

文

虎
の

磯
闊
統
星

洲
日

報
も

亦

左
に

傾
い

て

ゐ

る
｡

領

袖
の

馬
首

を

見

て

動
ぺ
を

常
と

す
る

華
僑
の

向
背
憂
ふ

べ

き

も
の

た

し

と

し
た

い
｡

土

着
民
の

去

就

は

暫
ら

く

措
き

､

寓

言
共
が

華
僑
を

籠
給
し

得
た

り

と
せ

ん
か

｡

華
僑
の

数
七

百

萬
に

達
し
､

或
は

同

郷
､

或
は

同

業
､

或
は

民
族
の

繰
に

依
り

､

ギ
ル

ア

的
に

繹
束
し

､

南
海
に

於

け

る

寮
臍
界

を

支

配
す
る

の

み

た

ら

ず
､

敦

拾

界
に

も

侮
る

べ

か

ら

ざ

る

勢
力
を

有
す
る

こ

と
た

れ

ぼ
､

此

等
諸
国
に

と
り

等
閑
に

附
す
べ

か

ら

ざ

る

問
題
で

あ

ら

う
｡

月9

漢
民

族
の

海
洋

費
展
と

そ

の

商
人

ギ
ル

ド




