
叫

租
界
の

経
済
的
螢
展
と

を

の

意
義

太

田

英

一

前

言

程
釆
租
界
に

関
し

て

教
義
さ

れ

窒
一
品
の

多
く
は

､

国
際
法

或
は

外
交
の

見
地
か

ら

な
さ

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

併
し

､

租
界
の

重
要

性
は

倹
約
や

協
定
に

基

く
特
殊
な

政

治

関
係
に

あ
る

と

同

時
に

経

済
に

あ
ワ

9
と

惟
ふ

｡

故
に

､

極
め

て

概
略

乍
ら

､

租
界
生
成
の

事
情

を

回
顧
し

､

そ
の

経

済
的

蟄
展
を

助
け
た

諸
條
件
を

究
明

し
､

そ
の

支

部

経

済
に

於
け

る

意
義
に

閲
し

て

若
干
の

考
察
を

加
へ

ん

と

す

る

所

以
で

あ

る
｡

各
地
租
界
の

相
違

租
界

は

眈
に

問
題

を

生
じ

た

上

海
･

天

津
･

放
浪

喚
の

外
に

､

漢
口

･

虞
東
な

ど

に

も
あ

る
｡

二
H

に

租
界
と

呼

ん

で

ゐ

る

が
､

そ
の

内
容
を

な

す
此

等
各
地
の

租
界
の

性
質
や

資
力
は

相

異
る

｡

億
づ

､

そ
の

所
在
地
の

.
如
何
に

依
つ

て

相

違
が

認
め

ら

れ

る
｡

同
じ

く
揚
子
江
で

も
､

そ
の

入
口

に

拉
へ

た

上

洛

租
界
と

中
流
に

あ
る

漠
口

租
界
で

は
､

行
政
的

規
模
や

経
済
的
資
力
に

甚
し

き

.

即

懸
隔
を

示

し
て

ゐ

る
｡

北

支
の

海
河
の

中
流
に

あ

る

天

津
の

租
界

､

匿
門
潜
上
の

小

島
に

あ

る

鼓
浪

喚
租
界

､

南
支
の

珠
江

の

三

角
洲
に

租

界
の

経

済
的
隻
展

と

そ
の

意

義

37



】

橋

野

草

第
五

巻

第
一

淡

3 8

あ

る

虞
東
租
界
等

､

各
モ

そ
の

地

理

的

環
境
に

依
つ

て

受

く
る

影
響
を

異
に

し
､

政
治
経

済
的

資
力
に

大
小
の

差
を

示

し
て

ゐ
る

｡

次
に

､

之

を

管
理

軽

督
す

る

闊
の

如

何
に

依
つ

て

も
､

相
違
が

あ

る
｡

同
じ

く
上

海
租
界
で

も
､

彿
蘭
西
の

畢
濁
に

管
理

す

る

彿
租
界
と

日

英
米

の

共

同

管
理

に

な

る

共

同
租

界
は

種
々

の

鮎
に

於
て

兵
力

､

等
し

く
専
管

租
界
た

る

天

津
各
租
界
の

う

ち
､

英
租
界
は

他
を

摩
す

る
一

大

勢
力

を

成
し
て

ゐ

る
｡

日

本
の

租
界
も
周
知
の

如
く
此

虚
に

あ

る

が
､

若
し

日

本
租
界
が

伯
を

腰
し

て
一

大
勢
力

を

誇
つ

て

ゐ

た

ら
､

今

日

の

天

津
租
界
問
題
は

起
ら

な
か

つ

た
ら

う
｡

更
に

､

各
租
界
は

そ
の

開

設
さ

れ

た

時
期
を

異
に

す

る
｡

上
海
は

､

共
同

租
界

が
一

八

四

三

年
彿
租
界
が

一

八

四

九

年
で

最
も
早
く

､

天

津
･

廣
東
は

之
に

次
い

で
一

八

六
一

年
で

あ

り
､

漠
口

は
､

英
租
界
は

天

津
と

同
じ

く

彿

租
界
は

一

八

八

六

年
日

本
租
界
は

一

八

九

八

年
に

開
設
さ

れ
､

放
浪
喚
の

共

同

租
界
は

一

九

〇
二

年
に

始
め
て

支

部

側
に
■
認
め

ら

れ

て

ゐ

る
｡

(

昏
i

｡
P

碧
寛

ぎ
｡

打

】

･
琵
P

p
･

害
･

00
)

｡

上

海
と

天

津
で

は

約
二

十
年
の

開
き

が

あ

少
､

更
に

鼓
汲

喚
と

天

津
で

は

約
四

十
年
の

差

が

あ

る
｡

憤
り
に

他
の

促
件
が

等
し
い

と

し
て

も
､

蟄
展
の

為
に

輿
へ

ら

れ

た

年
月
が

斯
く
の

如
く

異
る

以
上

､

そ
の

現

状
も
異
ら

ざ

る

を

待
な
い

｡

右
の

外
､

租
界
と

し

て

常
初
設
定
せ

ら

れ

た

地

域
に

も

廣
狭
の

あ

る

こ

と
は

云
ふ

迄
も
な
い

｡

以
上

の

如
く

､

環
境

､

開
設
の

時
期

､

管
理

閲

等
の

閲
係
か

ら
､

一

口

に

租

界
と

凍
科
さ

れ

て

ゐ

る

内

容
に

付
い

て

は
､

種
々

の

差

を

認
め

得
る

｡

そ
の

差
の

綜
合
的
表

現
と

し

て

姑
く

人
口

数
(

事

欒
前

)

を

取
上

げ
各

と
､

上

海
租
界
は

共

同

租
界
が

百

十
五

萬
九
千

除
人

､

彿
租
界
が

四

十
九

萬
七
千

飴
人
で

合
計
百

六

十
五

萬
七
千

人
で

最
大

堅
不

L
､

天

津
の

親

計
十
六

萬
人
之
に

次
ぎ

､

鼓
浪
喚
は

四

寓
人

､

漢
口

は
一

高
八
千

人
､

虞
東
は

二

千

人

で

あ

る
｡

(

P

ペ
･

声
-

琵
戸

ワ

∽

平
丁
∽

ワ

会
⑦
)

上

海
殊
に

そ
の

共

同

租
界
が

断
然
他
を

歴
倒
し
て

優
越
し
て

ゐ

る
こ

と

は
､

是
に

依
つ

て

も
よ

く

窺
は

れ

る
｡

租
界
の

研

究
は

上

海
租

界
の

み

を

以
て

し
て

は

充

分

と

言
ひ

得
ぬ

か

も
知
れ

ぬ

が
､

上

洛

租
界
を

愴
い

て

は

大
し

た

意
義
が

な
い

こ

と

は
､

右
に

依
つ

て

も
明

ら
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‖リリ

り

沖
‥

斗

ヰ

か

で

あ

る
｡

以
下

､

租
界
を

主

と

し
つ

ゝ

考

案
を

進
め
る

｡

租
界
更
生
の

事
情

借
て

､

租
界
は

如
何
な

る

必

要
に

基
き

如

何

な
る

事
情
の

下

に

如
何

な

る

保
件
を

輿
へ

ら

れ

て

創
設
せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

ら

う
か

｡

最
初
に

設
け
ら

れ

た

上

梅
共

同

租
界
に

付
い

て

み
る

に
､

創
設
の

年

生
削

述
の

如
く

一

入

四
三

年
で

あ

る

が
､

是
は

南

京
條
約
の

締
結
さ

れ

た

翌

年
に

屠
る

｡

同

倹
約
に

依
つ

て

列

国
の

封
立
通

商
が

正

式
に

認
め

ら

れ

る

と

共
に

､

通

商
港
に

於

て

外
人
の

為

に

家
屋
建

築
を

目

的

と

す

る

土
地

の

賃
借
槽
に

基
い

て

云

は
ゞ

列

国
の

通

商
基
地

と
し

て

設
定
さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

･
即
ち

､

外
人

の

通

商

居

住
の

為
､

通

商
港
に

於
て

一

定
の

地

域
が

劃
さ

れ

そ

の

土

地
の

外
人

に

封
す

る

永

久

賃
貸
が

認
め

ら

れ

た
｡

そ
の

賢
際
の

交
渉
は

､

そ

の

地

の

住
民
の

意
向
に

従
つ

て

考
慮
し

之

を

決
定
す
る

と

云
ふ

南
京

倹
約
の

規
定
に

基
い

て
､

英
国
領

事
と

清
朝
の

地

方
長
官
た
る

邁

嘉

と
の

問
に

行
は

れ

た
｡

(

出
缶
勺

弓
t

｡

ご
F
①

宇
n
･

山

昏
･

J

邑
ぎ

苫
亀
F

害
P

､

P

芦

P
t

O

t

訂

夢
昌
各
2 .

崇

F
已
0

甘
-

9
百
里

ぎ
ー

｡

ヨ
｡

ト

宇
山

卓
｡

常
時
の

思

想
と

し

て

土

地

は

清
朝
に

辟
屈
す

と
さ

れ

た
か

ら
､

そ
の

折
有
樺
を

外
人

に

引
渡
す
こ

と
は

認
め

ら
れ

な
か

つ

た
｡

認
め

ら

れ

た
の

は

賃
借
樟
で

あ

る
｡

こ

れ

に

二

種
類
あ
る

｡

一

は
､

外
人

が
一

定
地

域
内
に

於
て

支
部
の

土
地

所
有
等
よ

り

個
別
的
に

之

を

得
る

場
合
で

あ

り
､

他
は

､

外
国
が

包
括
的
に

一

定
地

域
を

支

那

政

府
よ

り

租
借
し

て

之

を

自
国
人

に

賃
貸
す

る

蕩
合
で

あ

る
｡

租
界

(

m

宮

夏
日
e

ロ
ナ

)

と

云

ふ

語
は

､

厳
密
に

は

前
の

場
合
に

の

み

用

ひ

ら

る
べ

き

で

あ
る

｡

外
開
か

ら

云
へ

ぼ
､

後
の

場
合
が

便
利
で

あ

る

が
､

地

方
官
局

が

之

を

挺
乾
し

た
場

合
に

前
の

場
合
が

生

じ

た
の

で

あ
り

匂
｡

上

海
の

租
界
は

､

そ
の

例
で

あ

る
｡

虞
東

･

畏
口

･

天

津

は

前
者

の

例
に

属
す

る
｡

従
つ

て

此

等
は

租
界
と
い

ふ

よ

カ

は
､

租
借
地

(

○
｡

n
O

窪
…

且
で

あ
る

(

前

端
､

｢

フ

ヰ
ー

ダ

ム

報
骨

書
+

悠
二

撃
一

七

重
｡

併
し
1

俗
に

は
､

両
者

を
混

同
し

三
口

に

翼
と

呼

ん
で

ゐ

る
｡

外
国
の

通

商
上
の

足

琴
を

築
く

目
的
の

下
に

､

外

囲
商
社
外
人

住
宅
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一

橋

静

輩

夢
五

巻

弟
一

放

射

連

発
の

為
特
に

資
質
上
の

外
人

土
地

所
有
樟
が

認
め

ら

れ

た

地

域
で

あ
る

鮎
に

於

て

は
､

大
差

な
い

か

ら
で

あ
ら

う
｡

地

域
が

劃
足
さ

れ

て

も
そ

の

地

域
内
の

土

地

利
用
が

完
全
に

行
は

れ

待
な

け
れ

ぽ
､

甚
だ

不

都
合
な

結
果
に

な

る

こ

と

は

言
ふ

迄

も
な

い
｡

殊
に

､

外
人
に

伐
つ

て

包
括
的
で

な

く

個
別
的
に

土
地

貸
借
が

行
は

れ

る

場
合

､

即
ち

厳
密
な

意

義
の

租
界
に

於
て

は
､

支

部
人
の

地

主
の

獲
つ

て

ゐ
る

者
が

多
い

澤
だ

か

ら
､

そ
の

心

配
が

強
い

｡

例
へ

ば
､

道
路
の

開
設
に

首
つ

て
､

彼
等
が

土

地
の

責
却
(

厳
密
に

は

永
久

賃
貸
)

に

應
じ

な

け
れ

ぼ
､

計
喜
の

茸
硯
が

不

可

能
に

な

る
｡

又
､

開
設
さ

れ

た

道
路
を

維
持
す
る

費
用

に

付
い

て
､

之
を

悉
く
外

人
が

負
括
す
る

こ

と

は

容
易
で

な
い

の

み

な
ら

ず
､

支

部
人

も
ー

般
に

そ
の

利
益
に

均

露
し

得
る

か

ら

不

公

平
で

も
あ

る
｡

か

ゝ

る

問
題

に

封
し
て

何
等
の

廃

置
も
執
ら

れ
ぬ

と

す

れ
ぼ

､

租
界
地

域
は

費
用

債

値
を

有
し

得
な

い
｡

そ
こ

で
､

土

地
の

安
男
が

認
め

ら

れ

る

以
上

､

公
共

的
施

設
の

為
に

す

る

土
地

の

強

制
買
上
げ

､

道
路

等
の

維
持
に

宛
て

ら

れ
る

課
税
を

認
め

ら

れ

な

け
れ

ぼ

な

ら

な

く
な

る
｡

勿
論

､

●

此

等
の

事

業
を

進

行
す

る

特
別
な

行

政

櫻
開
の

設
立

も
必

要
に

な

る
｡

さ

う

云
ふ

繹
で

､

道
茎
と

領

事
の

問
に

行
は

れ

た
交

渉
に

も
､

此

等
秒

間
題
が

取
上

げ

ら

れ
､

そ
の

結
果
が

成
文

蝕

し
て

今
日
の

所
謂
土
地

葦
程
(

ト

邑
打

品
已

邑
0

且
に

な
つ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

単

に
､

土
地

の

賃
貸
方
港

､

そ

の

認
め

ら

れ

る

地

域
の

み

な
ら

ず
､

課
税
方
浜

､

特
別
行
政

棟
閲

､

そ
の

梓
能
等
に

紺
す

る

協
定
が

結
ぼ

れ

た
の

で

あ

る
｡

土

地

葦
担
が

今
日

租
界
の

憲
洪
成
さ

れ
て

ゐ

る

所
以

も
こ

1

に

あ

る
｡

斯
く
の

如
き

虞
汎
な

原

則
が

決
定
さ

れ

た
の

は
､

右
の

如
き

理

由
に

伐
る

が
､

一

つ

に

は
､

阿
片
戦
争
前
の

廣
東
に

於
け
る

公

行
猫
占
貿
易
が

再

び

新
通
商
港
に

撞
萌
し
て

外
人

豪
族
の

居

住
や

支

那

人

と
の

取
引
に

付
い

て

支

部

商
人

及

官
憲
の

歴
迫
を

受

け
る

危
険
が

多
か

つ

た
の

を

防
止

せ

ん

と

す
る

意
固
に

も
因
る

と

云

は

れ

て

ゐ

る
｡

(

¢
･

ど
白

邑
品

･

払
･

9
日

F
的

‥

づ
F
の

拭
賢
｡

占

｡

芸
F

S
嘗
阜
p
.

当
肪
)

｡

上

海
に

関
し

て

か

1

る

土

地

茸
程
が

成
立

し

た
の

は

今
よ

り
■
凡

そ

百

年
前
の

一

八

四
五

年
で

あ

る
｡

そ
の

後
同
葦
程
は

数
回
修
正

を

受

4 0
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l
一

月

一

対

帯

◆

笑
が

､

姦
の

掌
琴
豊
年

嘗
大

要
い

｡

元

空
般
基
本

警
意

警
れ

て

妾
さ

れ

た

も
の

で

簑
く

､

常
時
の

豊
を

充

要
一

諒

品
宜

的
の

原

則
決
定
で

雪
荒
ら

､

具

罵
問
題
に

解
れ
る

と

罵
宣
す
る

誓
多
い

の

み

警
ず

､

墓
守
の

長

年
月
の

問
に

琶
初
漁
想
さ

れ

監
つ

姦
悪
が

程

蒜
生

し
て

ゐ

る
｡

そ
の

結
果

､

解
繹
上
の

問
題

､

協

票
備
の

問
題

､

時
代

に

添
は

ぬ

と
い

ふ

問
題

等
が

惹
起
し

て
､

虞
モ

物
議
の

程
に

な
つ

て

発
た

｡

土
地

葦
程
で

定
め

ら

れ

荒
城
は

､

常
時
の

↓

墓
の

郊
外
で

､

棉

花
畑
と

百

姓
小

屋
以
外
に

は
､

真
の

土

慢
頭

が

雪
の

み
だ

つ

た

が
､

河

岸
に

は

警
の

賃
警
外
国
船

窟
警
埜
昔
せ

て
､

西
欧
の

慧
品
の

荷
卸
し

､

生

糸

壷
の

如
き

豪
富
の

荷
揚
げ

等
が

清

澄

宗
琵
て

､

富
の

笑
を

準

亨
る

如
く
だ

つ

賢
二

…
D

(

前

彗
フ

ヰ

ー

タ

ム

誓
書
+

､

ニ

葺
｡

併
し

､

常
時
西

警

り

取
入

さ

れ

蒜
品
は

､

綿
布
よ

り

も
依

管
し

て

阿
片
が

多
か

つ

警
と

昌
録
に

明

ら

か

で

雪
(

雷
｢

毒
見
+

四
〇

〇

-

妄
)

｡

右
は

､

上

覧
義
生
の

事
情
で

空
か

､

他
の

粗

告
､

略

昌
枝
の

方
式
で

､

外
国
の

封
安

逸

商
の

足

管
し
て

､

南

養
約

･

天

津

條
約
等
に

基
い

て

常
時
の

清
朝
の

地

方

長
官
相
手
に

設
定
さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

翼
の

雷
駒

霊
右
の

如
く
し

て

急
に

警
し

芸
界

追
奪
暴
発

姦
つ

て

ゐ

る
｡

そ

れ

温
泉
内
の

葉
物

竺
管

し

た

の

み
で

も

看
取
し

得
る

｡

壮
大
堅

固

昌
欧
軽
費
物
が

多
く
美
し
い

商
店
街

が

少

く
な
い

｡

上

雷
管
は

､

欧
米
の

大

都
市
に

伍

し
て

も
邁
色

差
さ

ぬ

と

さ

れ
て

ゐ

る
｡

併
し

､

練
べ

て

の

粗

悪
一

様
に

繁
栄
し

雷
で

は

な
い

｡

そ
の

所
在
地
の

環

慧
ら

云
へ

ぼ
､

一

般
に

､

内
地

の

翼
は

､

海
岸
地

帯
の

そ

れ

に

比

し
て

､

慧
が

莞
て

ゐ

る
｡

中
に

は
､

葦
質

素
滅
し

た
の

も

雪
｡

莞
の

日

本

翼
の

如
き

､

全

く
同
市
か

ら

忘
れ

去
ら

れ

て

ゐ

る

芸
で

雪
｡

菖
が

警
粗

告
墓
し
て

了
つ

富
も

､

種

蒜
由
が

雪

租

界
の

経
済
的

蟄

展

と
そ

の

意

義

4 工



一

橋

論

叢

第
五

番

第
一

汝

4 2

う
が

､

-

つ

に

豊
海

･

天

津
の

如

く

苦
し
て

ゐ

莞
つ

蛋
で

雪
う

｡

虞
東
の

粗

悪
稀
沙
面
の

如

き

は
､

外

警
小

公

園
内

に

露
が

芸
し
て

ゐ

る

程
度
が

到

底

孟
夏
の

脚
下
に

も
及

ぼ

ぬ
｡

是

豊
と

ト
て

墓
慧
が

英
領
に

彗
て

か

ら

こ

れ

に

箕

を

奪
は

れ

た

焉
で

あ

ら

う

が
､

-

つ

に

は

排
外
意

識
の

強
い

地

方
に

あ

る

馬
で

あ

ら

う
｡

此
の

際
､

同
じ

場
所
の

巽
で

も
､

そ
れ

碁
苧
る

開
の

異
る

に

従
つ

て

蟄
展

墓
に

し
て

ゐ

る

こ

と

は

墓

峯
名

義
に

云
つ

て
､

茜
の

支

配

管
理

す

る

寛
が

最
も
よ

く

若
し

､

之
に

次
い

で

遠
国
の

夏
で

葛
是
の

箕
も

雷
管
て

ゐ

る

が
､

到

底
英
彿
に

及

ば

な
い

｡

例
へ

ぼ
､

天

津
の

租

警
も

､

之

窒
の

財
政

に

頚
つ

て

み

る

妃
､

英

巽
が

笑
二

重
十

莞
で

第

蒜
を

占
め

､

彿

巽
は

百

四
十

薯
で

大
分

英
租

誉
基
く

､

日

本

安
富
四
萬

警
告

(

但
し

英
彿
は

妄
二

五

年
度

､

日

は

完
三

大

年
度

｡

芸
】

葵
り

層
)

｡

廣
東
の

沙

雷
は

英
彿
の

み
が

安
着
す

芸
､

英

巽
の

笑
浣
巽
の

二

倍

望

遠
し
て

ゐ
る

｡

違
算
日

､

彿
租

雪
外
聞

箕
に

二

分
さ

れ
､

外

票
悪
所
謂
共

同

巽
で

形

式
J

英

晋
の

共

同

管

誓
受

誓
ゐ

る

が
､

賓
質
上

蘇
州

河
の

北

側
所
謂

警
方

雷
是
租

警
雷

､

南
側
は

英
租

雷
雲

｡

何
れ

が

窟
要
し
て

ゐ

孟

は
.

此
の

河
の

窟
嘉
れ

る

旗

人
の

慌

七
賢
為
瞭
で

雪
｡

河
の

南

側
の

高

富
乗
物
の

要
し
て

ゐ

る

の

に

封

卜

北

側
に

完
ど

そ

れ

ら

L

き

も
の

も
な

い

芸
で

蔓
又

､

同
じ

河
の

南
側
で

も
､

彿

安
芸
岡

安
の

段
賑
に

及

ぼ

な
い

｡

嘉
に

最
も

還
し
て

ゐ
る

是
の

巽
が

遠
い

欧
洲
の

蕎
の

そ
れ

に

若
さ

れ

て

ゐ

る

こ

と

は
､

奇
異

姦
象
の

如
く
で

は

雪
が

､

徳
川
の

領

国
時
代

､

既
に

彼
等
が

東
洋
に

書
進
出
し

て

ゐ

警
と

羞
へ

ぼ
､

歪
議
も
な
い

｡

又
､

英

巽
の

最
も

若
し
て

ゐ
る

の

も
､

此

の

閥
が

早
く
よ

是
界
の

通

商
に

覇
を

唱
へ

､

多
く
の

資
本
と

人

材
を

以
て

東
洋
に

も
臨
ん

で

ゐ

雷
然
の

莞
で

雷
う

｡

右
の

如

く
､

巽
の

雷
と

言

芸
つ

て

も
､

そ
の

内

容
と

規
模

墓
地

各
国
籍
に

俵
つ

て

異
る

が
､

概
し

て
､

何
れ
の

巽
も

萄

4 2
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3+
｢

神

埼

ヰ

展
し

て

要
事
は

､

蓋
の

如
く

､

そ

の

琵
驚
と

し
て

の

外
観
に

窺

造
る

の

で

警
｡

殊
に

､

最
も

箕
基
つ

嘉
雷
の

は
､

志
の

翼
で

あ
つ

て
､

政

治

的
に

も

誓
的
に

も
亦

窟
的
に

も
､

嘉
に

在
つ

て

最
大
の

中
心

地

姦
成
し

て

ゐ

る

こ

と

は
､

夙
に

常

警
な
つ

て

ゐ

る

程
で

誓
｡

例
へ

ぼ
､

政

欒
の

皮
毎
に

要

人

の

逃

込
む
の

豊
海

租
界
で

雷
､

こ

ゝ

に

豊
郷
の

霊
芝
政

客

の

邸
宅

が

構
へ

ら
れ
て

ゐ

る

し
､

又
､

新

聾
に

し
て

も
､

最
も
優
秀

雷
の

は

多
く

此

塵
に

雪
｡

銀
行

商

社

旨
い

て

も
同
様
で

あ

る
｡

そ
し

て
､

上

菅
次
い

で

繋
粂

姦
つ

て

ゐ
る

も
の

は
､

北

支
に

於

望
政

治
･

誓
･

経
済
の

中
心

地

に

彗
て

ゐ

る

天

津

翼

で

あ

る
｡

か

1

る

蟄
展
の

原

因
及

條
件
は

都
連
に

求

め

ら

れ

る

で

あ

ら

う
か

｡

隻
誉
讐
姦
し

乍
ら

､

経

済
･

政

治
･

誓
の

中
心

品
雷
翼
に

奪

荒
警
と

は
､

嘉
の

冨
が

挽
く
い

つ

貴
も

内

乱

姦
返

し
て

ゐ

蛋
で

空
こ

と

は
､

誰
人

も
之

芸
定
し

得
な
い
｡

外

人

真
心

し

蒜
屈
し

得
る

如
き

治

安

笠
､

行
政

司

法

芸
に

彗
て

ゐ

芸
ら

ば
､

又
､

早
く
さ

う

寄
得

芸
ら

ば
､

粗

悪
出

撃
も

箕
せ

ず
に

歴
史
の

遺
物
と

彗
て

ゐ

た

に

相

違

な

い
｡

翼
票

の

原
因

竺
應
か

1

る

背
景
に

求
め

ら

れ

寄
れ

ば

雪
ぬ

｡

併
し

､

夏
日

慧
上

述
の

諸
題

に

於
て

優
れ
て

ゐ

な

か

つ

歪
ら

愕

決
し
て

か

ゝ

る

費
展

墓
り

得

票
つ

た

ら

う
｡

従
つ

て
､

如
何
に

し

妄
郊

望
に

雷
乍
ら

租

芝
於

富
治
安

の

維
持

･

蓋
財
産
の

保

慧
慧
ら

れ

監
妾
究
す
る

塞
が

雪
｡

そ

の

莞
は

､

租

悪
意
法

皇

盗
る

土
地

章
程
の

此

等

諸
鮎
に

関
す

る

規
定
を

先
づ

窺
ふ

べ

き

で

あ

る
｡

上

慧
共

同
租
界
に

関
す

る

慕
の

同

葦
程
第
九

促
は

､

翼
統
治
の

莞
董
骨

品
事
が

任
命
し

､

誓
書
は

､

樟
梧

･

橋

梁

の

票
､

筒
路
照

苧
排
水
の

管
理

､

箆
人
の

雇

讐
宗
ひ

､

こ

れ

に

必

要

な

誓
姦
守

る

莞
租
及

通

過

誓
願
課
し

得
る

租

界
の

経
済
的
聾
展

と

そ
の

意

義

4 3



4
14

一

橋

論

叢

第
五

巻

悠
二

親

亭
､

を

規
定

し
て

ゐ

る
｡

但
し

､

此
の

租

是
政
に

関
し
て

は
､

地

主

が

嘉
晶
い

て

敦
足

す
る

こ

と

に

彗
て

ゐ

る
｡

そ
の

後
､

右

の

規
定
に

修

毒
楠
が

加
へ

ら

れ
て

天
六

九

年
の

規

宗
ち

現

行
葦
程
に

警
墓
著
は

選
挙

蒜
つ

て

構
成
さ

れ
､

真
藁
の

琴
債
券
の

署
-

警
察
棟
の

行
使

等

姦
め

ら

れ

る

墓
久
人
1

日
の

自
治
国

鰐

望
の

梧
能

若
し

､

宛
然
自
由
都
市
の

如
き

形

差
し
て

ゐ

る
｡

倍
､

葦
脅
は

､

九

人

以

下
五

人

以
↓
の

人

雪
り

構
成
さ

れ
､

彼
等

空
地

誓
外
人
に

伐
つ

て

指
命
或

違
警

れ

る
｡

草
し

､

墓
樟
は

､

地

倍

雷
雨

以

J
の

土

地

所
有

者
に

し
て

土
地

或
は

家
屋
又

は

署
を

併
せ

た

柄

翠
額
が

嘉
以
上

を

超

ぇ

る

か
､

叉

豊
嘉
以
上
の

評
定

賽
に

封
し
て

票
す
る

璽
に

警
れ

､

被

要
人
の

指
令

樟
は

右
の

墓
標

嘉
す

る

者
二

名

以
上

に

輿
へ

ら

れ
､

且
､

被

墓
捧

呈
十
両

望
の

窒
を

葦
支

望
書
竺
千

二

百

雨

空
の

評
定

宴
真
空
戸

主
に

の

み

認
め

ら

れ
て

ゐ

る
｡

〈

註
､

〇
･

七

三
南

軍
の

孟
宗
に

常
る
)

｡

要
人

･

被
選

莞
共
に

莞
誓
と

個
人

誓
と

晶
は

ぬ
｡

(

同

車
程

､

弟
十

條
)

｡

右
の

如
く

墓
樺
被

墓
樺
が

長

品
外
人
の

み

畠
ハ

へ

ら

れ

て

義
人

に

認
め

ら

れ

票
つ

警
と

は
､

人
を

し

毒
異
の

感
を

抱

か

し

め
る

か

も
知
れ

ぬ

が
､

粗

景
設
の

雷
が

芸
の

如

く
外
人

居
住
地
の

設
定
に

雪
た
の

芸
ら

､

常
時
と

L
て

豊
邦

人
が

漸

次

豊
地

姦
つ

て

空
行

く
こ

と

姦
想
し
て

ゐ

雷
う

と

漂
れ

る
｡

従
つ

て
､

少

し

基
と

す

る

に

雷
ら

ぬ

警

電
併
し

､

巽
内

に

著
す

る

義
人
に

封
し
て

､

巽
貰
が

如

何

誉
若
に

誓
文

配
力

量
ぼ

し

得
る

か

は
､

別

蛋
慮
す
べ

量
署

間

警

電
裏
芸
の

樟
力
が

彼
等
に

勤
し

て

自
由
に

及

ぶ

と

す

れ

ぼ
､

折
角
右
の

如
く
葦
程
で

苦
ら

れ

警
と

豊
茸
上

蓋

姦
ふ

｡

此
の

問
題

晶
し

て

章
程
は

明

君
放
い

て

ゐ

蛋
､

屡

晶
零

墨
ん

買
交

渉
の

結
果

､

表
次
の

如
く
解
決
せ

ら

れ

た
｡

軍
素
人
は

同
時

豊
郷
人

及
び

外
人
に

攣
る

司

払

巧

外
国
領

串
の

任
命
す
る

者
と

豊
の

任
命
す

る

者
と
の

合
同
審
議

4 4
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け

璃

を

以
て

租
界
内
の

公

開
裁
別
に

依
つ

て

塵
理

す
る

｡

但
し

､

支

邦

人
の

み
に

閲
す
る

も
の

と

雄

も
外

国
人

の

傍
聴
を

許
す

｡

叉

租
界
内
の

警
察
樺
は

領

事
館

警
察
を

除
い

て

は

エ

部
局

が

専
ら

箕
行
す

る
｡

支

部

側

警
察
は

事
前
に

エ

部
局

警
察
に

通

知
し

､

該

警
察
官
に

依
る

か

或
は

そ
の

援
助
の

下
に

の

み
､

租
界
内

に

於
て

行

動
し

得
る

｡

課
税
に

付
い

て

は
､

関
税
及
地

租
を

除

く
外

､

支
部
側
の

徴
収
を

認
め
な

い

(

そ
の

後
統
疎
の

徴
牧
が

追
加
承

認
さ

れ

て

ゐ

る
)

｡

支
部

例
の

法

律
命
令
に

付
い

て

は
､

外
国
領
事
の

署
名
を

経
て

エ

部
局
が

租
界

内
に

公

布
す
る

｡

(

前

甲
｢

フ

ヰ

ー

タ

ム

報
骨
菩
+

第
一

巻
､

九

九

-

二
〇

頁
｡

倍
､

此

等
の

租

界
法

嗣
係
に

付
い

て

は
､

詳
し

く

は

右

報
骨

書

並
び

に

畏

友
､

埴
田

捷
雄

氏

著
｢

支

那

租

界
諭
+

を

蓼
周
さ

れ

た

し
)

｡

是
に

依
つ

て
､

常
時
殊
に

甚
し
か

つ

た

支
部
官
憲
の

専
制
素
乱
の

弊
害
が

制
限
を

受
け
て

租
界
か

ら

除

去
さ

れ
､

租
界
の

外
人

管
理

を

容
易
な

ら
し

め

た

の

み

な

ら

ず
､

租
界
内
の

支

部

人
の

生

命
財
産
を

少

か

ら

ず
保
護
し

た
こ

と

些
耳

ふ

迄

も
な
い

｡

賭
終
に

伐
る

不

法
裁

判
､

専
横
に

依
る

逮
捕
掠
奪

､

厘

金
そ
の

他
の

不

法
課
税
等
の

災
難
か

ら

支

部

員
衆
を

救
つ

た
の

で

あ

る
｡

租
界

内
に

於
て

生
命
財
産
の

安
全

が

達
せ

ら

れ

た
の

も
､

右
の

如
く

外
国
領
事
は

領

事
囲
及
び

租
界
雷
局
の

下
に

支
部
官
憲
の

樺
限
が

制
肘
を

受
け
た

焉
で

あ

る
｡

租
界
が

経

済
的
に

蟄
展
し

支

部
の

中
心

地

に

な
つ

た
の

も
､

故
に

､

そ

の

理

由
を

求
め

得
る

が
､

侍
､

此
の

鮎
に

閲
し

看
過

し

得
な
い

事
情
は

､

土

地

茸
程
の

本

来
の

主

封
象
た
る

土
地

の

所
有
権
及
び

之
が

移
特
に

閲
す

る

規
定
の

賓
施
で

あ

る
｡

支

部
の

土

地

所
有
腰
に

闊

フ

ァ

ン

タ

又

す
る

慣
習
は

地

方
に

依
つ

て

異
る

如

く
で

あ
る

が
､

上

海
近

達
に

於
て

は
､

主

と

し
て

方

単
に

伐
つ

て

所
有
樺
が

代

表
さ

れ

て

ゐ

る
｡

方

畢
は

､

或
る

地

域
の

所

有
面

積

聖
不

す

讃
文
で

､

こ

れ

に

は

固
形

､

境
界
の

如
き

も
の

は

別
に

明

記
さ

れ

ず
､

所
有
者
名
と

参
照

者

統
の

み

テ

ィ

パ

オ

が

記
さ

れ
る

に

過

ぎ

ず
､

土
地

の

所
有
分

割
と

共
に

切

断
さ

れ

こ

と

も
あ

る
｡

所
有
樺
移
特
に

際
し
て

は
､

地

方
官
局
の

重

任
す
る
｢

地

保
+

4 5

の

認
諾
を

要
す

る

定
め
で

あ
る

が
､

地

保
は

土
地

所
有
等
に

限
ら

れ
て

ゐ

る

も
の

1
､

そ

の

貴
簡
重
大
な

為
､

資

産
家
は

之
が

委

任
を

避

租

界
の

麗

済
的

聾

展

と

そ
の

意

義

4 5



一

橋

論

叢

第
五

巻

解
一

統

媚

け

却
て

無
頼
の

徒
の

委

任
さ

れ
る

も
の

が

少

く
な
か

つ

た

と

云

ふ
｡

港
制
の

完
備
せ

ず
司
法
制
度
の

槍
立

し

て

ゐ

な

い

真

布
で

あ

る

か

ら
､

斯
く
の

如
き

方

畢
を

手

段

と

し
て

鞄

保
を

通
じ

て

行
は

れ

る

土

地

所
有

樺
の

保
持
及

移
蒔
は

偽
造

､

勝
馬

､

捜
牧

等
の

危
険
が

あ
つ

て

甚

だ

不
安
た
る

を
免

れ
ぬ

(

｢

上

海
地

産
大

全
+

六
一

-
三

頁
)

｡

そ

こ

で
､

支

部
人
か

ら

外
人

が

土

地

を

購
入

す
る

に

際
し

て

は
､

次
の

如

く

外
国
領
事
を

通

じ
て

行
は

れ
る

こ

と

に
､

土

地

茸
程
で

定

め

ら

れ

た
の

で

あ
る

｡

境
づ

､

そ

の

取
引
を

白
岡
の

領

事
代
表
に

報
告
し

､

雪

男
詩
文

･

境
界

固
を

添
へ

て
､

そ
の

方

即
を

提
附
せ

し
め

る
｡

此

等
の

書
類
は

､

領

事
代
表

を

経
て

支
部
の

土
地

に

迭

達
さ

れ

検
査
を

受

け
る

｡

支
部
の

土

地

闊
係
者
は

此
の

方
軍
に

基
き

一

定
の

日

に

現

場
で

立

合
ひ

､

一

般
の

利
害
紺
係
者
及
地

保
等
の

問
に

土

地
の

境
界
の

認
定

或
は

言
分
の

決
裁
が

行
は

れ
る

と
､

之
が

租
界
工

部
局

内
の

土

地

局
に

報
昔
さ

れ
､

同

局
は

之

に

基
い

て

土

地
の

圃
面

を

作
成
し
て

領
事
代
表
に

遠

遠
し

､

後
者
は

之

を

男
手

た

る

白
岡
人
に

示

し
て

承

認
せ

し

む
る

｡

こ

れ
が

土

地

局

に

返

逢

さ

れ

る

と
､

改

め
て

同

局
で

土
地

詑
券
の

窮
し
二

通
を

作
成
し

て

領

事
代
表

に

速

達
す

る
｡

う

ち
一

通
は

領

事
館
に

保
管
登

録
さ

れ

他
の

一

通

は

買
手
に

輿
へ

ら

れ
る

｡

爾
後
の

移
痔
が

､

右
の

土

地

詮
券
及

領
事
館
の

土
地

茎
帳
を

通

じ

て

行
は

れ

る

こ

と

は

云
ふ

迄

も
な
い

(

｢

フ

ヰ
ー

タ

ム

報
骨

書
+

､

第

∵
看

､

三

二

七

-
入

貢
)

｡

是
が

､

土

地

葦
程
の

定
め

た

土
地

登
記

制
度
で

あ

る
｡

同
制
度
に

於
て

､

土

地

詮
券
は

､

所
有

地
の

面

積
･

位
置

･

境

界
を

明

瞭
に

し

て

ゐ

る

の

み

な

ら

す
､

偽
造
さ

れ
る

危
険
も
な

く
､

移
特
は

極
め

て

簡
便
で

鞄

保
の

受

賄
を

案
ず
る

必

要
も
な
い
｡

加
之

､

萬
一

不
法
課
税

或
は

干

渉
を

受

く
る

危
険
あ
る

場
合
に

は
､

領

事
及

外
交
上
の

支

持
を

求

め

得
る

｡

又
､

土
地
の

強

制

買
上

げ
が

行
は

如

る

場

合
に

も

土

地

葦
程
に

基
き

∵
定

の

手

韓
⊥

で

経

て

既
定
の

禰
慣
を

受

け
る

か

ら
､

不

法
な
る

良
牧
又

は

不

首
な

る

買
上
げ

を

蒙
る

危
険

が

な
い

｡

斯
く
て

､

土

地

所
有

樟
の

保
持
及

移
樽
が

自
由
安
全

に

な

る

結
果

､

括
傑
物
件
と

し
て

も
大
な

る

偵
値
を

有
す
る

に

至

る
｡

雷
初
は

外
人
の

土
地

所
有
樺
を

確
保
す

る

為
に

創
設
さ

れ

た

此
の

制
度
は

､

そ

の

効
用
の

右
の

如
く

大
な

る

薦
に

､

支

部

人
の

土
地

所

4()

島

鵬



74

対

顔

■
β

有

者
に

伐
つ

て

利
用
せ

ら

れ
る

に

重

力
､

外
人
の

名
義
を

借
り

此

を

受

託
人
に

し
て

､

支
那
の

土

地

詮
穿
を

領

事
館
の

登

記
を

経
た

土

地

琵

券
に

換
へ

る

老
境
出
し

､

そ

れ

も
初
め

は

租
界
内

に

限
ら

れ
て

ゐ

た
の

が
､

や
が

て

は
､

■
租
界

外
の

近

接
地

域
に

も
及
び

､

多
く
の

支

那
人

所
有
地

が

此
の

制
度
の

下
に

､

後
述
の

如
き

租
界
人
口

膨
脹
に

因
る

地

債
騰
貴
に

促
進
さ

れ
つ

ゝ
､

支
那

資
産
家
及

銀
行
の

投

資
封

象
と

し
て

重
要

不

可

故
の

物
件
に

な
つ

た
｡

加
之

､

揖
保
物
件

と

し

て

も
重
要

な

任
務
を

果
た

し
､

一

般
商
工

業
の

蟄
展
を

大
い

に

助
け

寛

併
し

､

そ
の

反

面
､

土
地

の

安
全

値
上

り
を

利
用

し

て
､

投

機
東
男
が

行
は

れ

る

の

み

な

ら
■
ず

､

こ

れ
か

ら

買
は

う

と

土

地

を

引
首

て

に

高

利
で

金

融
を

輿
へ

る

も
の

も
出
て

､

室
買

買
さ
へ

旺

盛
に

な

斗

正

常
の

金

融
に

歴
迫
を

加
ぺ

る

こ

と

も
な

い

で

は

な
か

つ

た
｡

(

｢

上

海
地

産
大

全
+

七

五

-
七

頁
)

｡

倍
､

揖
保
物
件
と

し
て

の

土
地

に

付
い

て

殊
に

注
目

に

値
す

る

は
､

支

那

人
と

外
国
商
社
と
の

問
に

立
つ

て

支

那

商
人
の

契
約
苦
行
に

封
す
る

責
任
等
を

引
受

け
て

外

国
人
の

為
に

商
取

引
の

安
全

促
進
を

固
つ

て

釆
た

所
謂

買
班
の

外

国
商

社
に

封
す
る

保
護

括
保
が

多
く

此
の

種
の

土
地

詮
券
を

以
て

成
さ

れ

て

ゐ

る

事
賓
で

あ

る
｡

買

所
制
度
が

な
か

つ

た

な

ら

ば

外
国
商
祀
は

今
日

見
る

如
き

活
躍
を

期
し

難
か

つ

た
で

あ

ら
う

が
､

同
制
度
の

基

礎
を

な

す

も
の

は

賓
に

此
の

土

地

登

記
制
度
で

あ
つ

た

(

｢

フ

ヰ

一

夕

ム

戦
債
書
+

､

三

〇

八

-

三
ニ

○

頁
)

｡

文

事
茸
上

､

種
々

な

理

由
殊

に

奥
地
の

不

安
か

ら
､

現

銀
は

上

海
租
界

に

逐

年
流

入

し
す

二

九
二

九

年

以

後
全

国
在
銀
の

大
牢
が

此

庭
に

集
中
し
▼

苧
云
は

れ
て

ゐ

る

が
､

此

等
の

資
金
の

運
用

方

面

を

銀
行
の

貸
付
に

付
い

て

み
る

に
､

共

同

租
界
の

土
地

捨
促
が

全

常
の

約
年

分
を

占
め

､

租

界

内

倉
庫
に

保
管
さ

れ

た

貨
物
措
保
が

之

に

次
い

で

金

環
の

約
四

割
､

残
飴
が

有
偵
謹

券
揖
保
で

あ

る

二

九
三

〇

年
の

調

査
､

｢

フ

ヰ

ー

タ

晶
魯

童
+

､

三
六

頁
)

｡

支

那

銀
行
資
本
の

蟄
展
が

本
国
政

府
の

公

債
投

資
と

共
に

右

の

如
き

土

地

措
保
の

貸
付
に

困
る

こ

と
･
は

､

支

部

経
済
研

究
家
の

常
設
で

あ

る

が
､

そ

の

土
地

の

大
部
分

が

租
界
の

領
事
登
記
を

受

望
八

も
の

で

あ

る

こ

と

を

窒
息

す

る

必

要
が

あ

る
｡

…

単

に

外
人
の

財
産
を

保
全

し

た
の

み

な

ら

ず
､

支

部
人
の

資
本
を

租
界
に

流
入

せ

し

め

た

租

界
の

経
済
的

襲
巌

と

そ
の

意

義

4 7



84

一

橋

論

叢

第
五

番

第
一

浜

鮎
に

於
て

､

租
界
の

経

済
的
蟄
展
の

礎
石
の

一

つ

は

賓
に

そ
の

土

地

登
記

制
度
に

あ

つ

た

と
云

ふ

も
過

言
で

は

な
い
｡

-

般
に

､

各
租
鼻
内
の

生

命
財

産
が

充

分

に

保
護
さ

れ

る

結
果

､

土
地

の

安
男
家
屋
の

建
築
及

び

萱
男

･

倉
庫

･

銀
行
の

設
置
等
が

租

界
内

に

集
中

し
て

ゐ

る

こ

と

は

各
租
界
に

付
い

て

認
め

得
る

事
茸
で

あ
る

｡

そ

こ

に

投
下

さ

れ

る

資
本
は

必

ず
し

も
外
聞
資
本
に

限

ら

る

る

こ

と

な

く
､

支

部
資
本
も
B

額
に

達
す

る

こ

と

は

既
に

述
べ

た

如
く
で

あ
る

｡

斯
く
て

､

支

部
の

南
北
に

五
つ

て

租
界
は

外
国
の

通
商

基

地

と

し
て

蟄
展
す
る

と

同

時
に

､

支

部
商
業
の

中
心
地

に

な
つ

た
の

で

あ

る
｡

殊

に

上

海
は

揚
子

江

と
い

ふ

〓
人

交
通

網
を

持
つ

虞
大

な
る

市
場
を

奥
地

に

接
へ

､

海
岸
地

帯
の

開
港
地

及

外
国
と
の

往
来
に

封
し

て

も
便
利
な

地

位
に

あ

る

軍

曹
し

く

蟄
展
し

て
､

西
欧
の

産
業
革
命
の

影
響
を

受

け
て

か

ら
は

､

日

清
戦
役
後
日

本
が

↑

園
促

約
に

依
つ

て

在
支
企
業
樟
を

獲
得
す
る

や
､

最
恵
国
約
款
の

下
に

､

英
国
を

始
め

各
国
が

エ

菜
を
此

虚
に

企
て

宅

殊
に

支

那
の

関
税
自
主

樟
快
復
以
来

､

奄
支
企

業
の

採
算
が

一

層
有
利
に

な
つ

た

為
､

租

界
及

之
に

近

古
す

る

地

域
内
に

外
の

エ

菓
が

勃

興
し

､

上

海
の

如
き

は
､

量
か

ら
云
つ

て

も
質
か

ら

見
て

も
､

立

沢
に

支

部
の

エ

菜
中
心

地
に

な
つ

た
の

で

あ

る
｡

倍
､

租
界
に

於
け
る

生

命
財
産
の

保
護
が

支

部
の

領
土

上
に

あ

り

乍
ら

達
成
せ

ら

れ

た

筋
に

､

特
に

意
義
の

認
め

ら
れ

る

こ

と

は
､

治

安
に

付
い

て

は

上

海
に

劣
ら

ぬ

香
港
を

観
れ

ぽ
､

よ

く
理

解
せ

ら
れ

る
｡

此

虚
は

英
領
で

あ

る

為
､

国
税
障
壁
外
に

立

ち
､

エ

業
は

造
船

業
を

除

け
ぼ

若
干
の

加
工

菓
が

あ
る

の

み

で
､

商
業
も

屡

三
閲

税
に

妨
げ

ら

れ
て

蟄
居
を

阻
害
さ

れ
て

ゐ

る
｡

加
之

､

賃
弊
制
度
も
異
る

為
に

､

為
替
の

鮎
に

於
て

､

屡
モ

不

利
を

豪
つ

て

ゐ

る
｡

租
界
に

於

け

る

生

命
財
産
の

保
全
に

次
い

で
､

租
界
雷
局
が

道
路

･

港
帝

･

埠
頭

･

水

道

等
の

公
共

施
設
及
び

そ
の

改

善

空

音
注
ぎ

､

電
力
瓦

斯
等
の

動
力
が

豊
富
に

供
給
さ

れ

て
､

商
工

業
の

蟄
展
が

こ

れ
に

伐
つ

て

促
進
せ

ら

れ

た
こ

と

も

窒
息

す
る

必
要

が

あ
る

｡

例
へ
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94

紳

･
諦

叫

ぼ

嘉
の

重
要
工

莫
た
る

紡
績
業
に

付
い

て

観
て

も
､

租
界
及
そ

の

近

達
に

あ

る

エ

撃
と

内

地
の

エ

撃
と

の

生

産
費
を

此

敬
す

る

に

最
も

大

串
る

差
は

動
力
費
に

現
は

れ

て

ゐ

る

(

王

子

偉
､

表
中

著
｢

七

省
筆
南

砂

廠
調

査

報
骨
+

三
〇

主
三
頁
)

｡

琴
界
が

内

乱
時
代
の

嘉
に

於
け
る

治
安
の

推
持
さ

れ
み

遠
島
と

し
て

存
輯
し

得
た
の

は

如
何

革
る

事

情
に

因
る

か
｡

古
く
は

太

平
天

国
･

義
和

囲
の

乱
､

近
く
は

国
民
最
革
命
軍
北

伐
の

際
に

粗

東
の

運
命
は

非
常
な
る

脅
威
に

曝
ら
さ

れ
､

漠
口

の

英
租
界
の

如
き

は

北

伐

の

際
排
英
運

動
に

抗
し

魚
ね
て

遂
に

放
棄
さ

れ

滑
滅
の

運
命
に

遭
つ

宅

内
乱
に

際
し
て

租
界
及
そ

の

周
閑

を
支

部
軍

隊
か

ら

守
護
し

た

も
の

は
､

租
界
内
の

治
安

維
持
に

雷
つ

墓
毒
力
で

は

な

く
､

租
界
在
任
の

外
人
よ

カ
成
る

義

勇
軍

及
び

列
強
の

陸
海
軍
で

あ

る
｡

如
何

に

租
界
の

行
政
が

能
率
的
で

あ

つ

て

も
､

叉

如
何
に

租
界
内

に

於
て

生

命
財
産
が

保
護
さ

れ
て

も
､

租
界

外
か

ら

加
は

る

軍
事
行
動
の

歴

迫
に

抵
抗
す
る

資
力
を

放
い

た

な

ら

ば
､

粗
暴
白
饅
の

存
緯
は

困
難
で

あ

斗

今
日
の

如
く
政

治
経
済
の

中
心

地

た

り

待
な
か

つ

た

筈
で

あ

る
｡

租
界
を

蟄
展
せ

し

め

た

原

因
は

租
界

外
の

治
安
素
乱
に

封
照

す
る

租
界
内
の

治
安

維
持
に

求

め

得
る

が
､

そ
の

蟄
展
を

可

能
･
な

ら

し

め

た

根
本
條
件
の
】

つ

に

英
併
米
等
の

軍
事
的
保
護
を

数
へ

ざ
る

を

待
な
い

｡

斯
く

租
界
白
煙
が

陸
海
軍
に

伐
つ

て

守
護
さ

れ

租
界
内
が

如
何
に

平
和

を

楽
し

み

得
て

も
､

何

分
限
ら

れ

た

地

域
で

あ
る

故
､

そ

こ

に

住
み

得
る

人

口
､

な

し

得
る

生

産
に

も
限
度
が

あ

る
｡

租
界
が

封

鎖
さ

れ

竺
小
国
に

止

ま
つ

た
な

ら
ぼ

今
日
の

如
き

蟄
展
を

な

し

得
な

か

つ

た
こ

と

は

明

ら
か

で

あ

る
｡

な

し

得
た
の

は
､

租
界
が

通

商
基

地

と

し
て

利
用
さ

れ
､

外
に

於
て

は
､

世
界
市

軍
内
に

於
て

は

四

億

の

民
を

擁
す
る

国
民
市
場
と

常
に

取
引
し

た

結
果
で

あ

る
｡

支

部
会
土

の

産
物
が

外
囲
に

翰
出
せ

ら

れ
る

に

も
又

外
囲
の

響
芸
文
部

内

地

に

輸
入

せ

ら

れ
る

に

も
､

主
と

し
て

租
界
を

通

じ

た

こ

と

が

今
日
の

寮
柴
を

密
し
て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

租
界
及

そ
の

近

接
地

頓
に

あ
る

工

菓
に

付
い

て

も
､

商
業
と

同
様
に

､

租
界
内

外
の

住
居
の

滑
費
の

み

な

ら

ず
遠
く
奥
地
の

住
民
の

需
要

を

績
み

得
た

か

ら
こ

そ
､

大
規

租

界
の

経
済
的
聾

展

と
そ

の

意

義

4 9



0
だ
U

→

播

論

叢

欝
五

春

草
】

洗

模
み

違
代
紡
績
の

如
き

ち
生

成
し

雷
で

雪
｡

原

料
特
産
品
が

内

地
か

ら
租

束
に

仕
入
れ

ら

れ

撃
品

輸
入

品
が

粗
暴
よ

り

内
地

に

茸
捌

か

れ

待
た
の

は

抑

晶
何

卒
る

事

情
に

因
る

か
｡

政
治

的
に

も
軍

事
的
に

も

琴
代

的
治
安
の

確
立

し
て

ゐ

革
か

つ

た

奥
地

と
の

間
に

如
何

に

し
て

貨
物
の

集
散
が

行
は

れ

た
か

は
､

首
然
提
出
さ

れ

窪
り

れ

ぼ

な

ら

ぬ

疑

問
で

あ

斗
そ

し
て

叉
､

最
早
租
界

日
常
の

治

安
を

以
て

L

て

は

解
繹
し

得
ぬ

問
題
で

挙
る

｡

此

の

問
題
に

閲
し

て

注
意
す
べ

車

壷
資
は

､

海
岸
及

び

奥
地

に

賢
り

る

通
商
港
の

存
在
と
そ

れ

等
と

租

界
と
の

交

通
で

挙
る

｡

奥
地

の

物

漂
､

多
く

､

各
地

に

あ

る

通
商
港
に

集
め

ら

れ
､

そ
の

倉
庫
に

毒
さ

れ
て

か

ら
､

主
と

し

て

海

岸
及

河

川
を

利
用

し

て
､

外
国
船
に

依
つ

て
､

租

束
に

蓬
ぼ

れ
て

ゐ

る
｡

外
国
品
及

寧
界

琴
品
の

奥
地
へ

の

萱
捌
き

も
同

様
に

外
国

船
に

伐
つ

て

通
商

港
を

通

じ

て

行
は

れ
て

ゐ

る
｡

此

等
の

通
商
港
は

､

寧
界
の

挙
る

通
商
港
と

共
に

､

外
国
人

が

通
商
の

樟
利

を
支

那

政

府
か

ら

輿
へ

ら

れ
､

租
界
に

本
店
或

琴
大

支

店
を

凄
く

外
圃
商

社
の

支

店

或
は

代
理

店
の

設
け
ら
れ
て

ゐ

る

港
で

挙
る

｡

そ

こ

に

働
く
外
人
の

尊
命

財
産
が

治
外
法
権
に

依
つ

て

支

野
官

憲
か

ら
の

願

誓
免

れ
て

ゐ

る

こ

と

は

云

ふ

迄
も
な
い

が
､

そ
の

保
護
は

､

條
約
上
は

兎
に

角

宰
賓
上

慣
行
上
自
由

牢
行

動
し

て

ゐ

る

外
国
の

軍
艦

軍
隊
に

依
つ

て
､

確
保
さ

れ
て

ゐ

る

こ

と

を

看
過
し
て

は

な

ら

ぬ
｡

か

主
通
商
港

と

笹
界
と
の

交

漂
､

撃
退
の

蟄
達
し

な

品
の

国
に

於
て

重
要

な

通
路
と

至
て

ゐ

る

揚
子
江

･

珠
江

･

海
河
の

如
き

国
内

河

川
を

外

国
商

船
及

軍
匪
が

恰
も

自
国

内
の

如
く
自
由
に

航
し

得
る

樺
利
に

依
つ

て
､

頻
繁
且

安
全

に

行
は

れ
て

ゐ

る
｡

併
し

､

か

主
催
約
及

慣

行
上
の

根
壕
に

基
い

て

琴
界
と

奥
地

と
の

自
由
取
引
が

許
さ

れ
て

も
､

義
人
が

剋

東
と
の

取

引

を
全

く
拒
範
す
る

な

ら

ば
､

奥
地

と
の

托
邁
は

専

軍
上

不

可

能
折

蕗
す

る
｡

ポ

イ

コ

ツ

遥
動
は

2

吏
明

白
に

表
L
て

ゐ

る
｡

芸
人
の

霊
的
或

纂
夢
識
的
協
力

を

併
せ

考
へ

ざ
る

を

待
ぬ

所
以
で

雪
｡

此
の

協
力
の

理

由
の

;
は

箕
内
の

窒
で

雷
､

】

つ

遠
商
の

利
益
で

雪
と

璧
｡

円

熟
毎

妄
全

霊
め

財
産
を

携
へ

て

琴
界

に

避

難
す
る

義
人

は

増
加
し

､

首

野
外
人
の

腎
菓
居

住

蒜
誉
れ

芸
界
に

は

今

や

九

剖

望
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l
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h

U

沖

ネ

叫

の

支

部
人
が

居

住
し

腎
美
し
て

ゐ

る
｡

紛
百

年
前
上
海
租
界
の

創
設
さ

れ

た

首
初
の

支

那
人
の

数
は

云

ふ

に

足
ら

な
か

つ

た
が

､

太

平
天

国
の

乱
が

勃

敬
し

て

以

葬
､

多
数
の

支

那

人
が

流
れ

込
み

､

勃
蟄
の

一

八

五

五

年
に

既
に

二

常
人

､

乱
の

鎖
定
さ

れ

た

十

年
後
に

は
､

九

萬
人
に

達
し

た
｡

常
時
の

外
人

は

僅
か

に

二

千

三

百

人

足
ら

す
で

あ

る
｡

そ
の

後
､

約
七
十

年
の

聞
に

外
人

数

竺
-

華
ハ

千

に

増
加
し

た

が
､

支
那

人
は

茸
に

百

萬
に

近

く
な
つ

宅
こ

れ

と

同

時
に

租
界
の

地

域
も
膨
脹

し
､

雷
初
の

〓
且

○
エ

ー

カ

ー

よ

り
五

十
年
後
に

は

五
､

五
八

四
エ

ー

カ

ー

に

達
し

た
｡

彿
租
界
を

除
い

た

数
字
で

既
に

こ

れ

丈

セ

あ

る

(

｢

フ

ヰ

ー

ダ

ム

､

報
骨

警

竺
巻

≡

よ
頁

)

｡

加
之

､

租
界
外
に

外
国
工

場
･

住
宅
が

建

築
さ

れ
､

道
路
に

依
つ

て

租
界
と

給
付
け
ら

れ
､

租
界
雷
局
の

権
限
は

支

部
官
憲
の

曙
訝
の

承

認
の

下

に

此

等
の

租
界
外
道
路
及
そ
の

南
側
に

及

ぶ

に

室

斗

所
謂
越
界
道
路
(

璧
打

昏
乳

β

ぎ
畳
の

膨
脹
と

な
つ

た
｡

斯
く
て

租
界
が

支
部

の

主
た

る

居

住
地

域
と

化
し

た

為
に

､

専
ら

外
人
の

居
住
地

域
た

る

こ

と

を

想
定
し
て

結
ぼ

れ

た

土
地

葦
程
の

資
施
は

種
々

の

矛
盾
を

生

み

粉

雪
差
違
す
る

に

室
つ

た

次
第
で

あ

る
｡

第
二

の

理

由
た

る

通

商
の

利
益
に

付
い

て

は
､

一

般
民
衆
は

之
を

強
く
意

識
し

な
か

つ

た

と

息
ふ

が
､

自
国
人

と

外
人
の

間
に

仲
介
の

労
を

執
つ

て

取

引
の

一

定
歩
合
を

収
入

と

し

て

約
束
さ

れ

た

月

餅
は

之
を

最
も
強
く
意

識
し

て

最
も
よ

く
外
商
に

協
力

し

た

着
で

あ

ら

う
｡

奥
地
の

買
付
け

､

奥
地
へ

の

資
捌
き
紅

賞
辞
の

協
力
が

な
か

つ

た

な
ら

ば
､

倣
約
上
の

権

利
が

如
何
に

大
き

く
輿
へ

ら

れ

て

ゐ

て

も
､

深
く
支
那
市
場
を

開
拓
す
る

に

至

ら

な
か

つ

た

ら

う
｡

今
月

に

於
て

こ

そ

往
年
の

勢
力
を

失

つ

て

は

居
れ

､

外
人
の

支

部
に

於
け
る

通

商
を

補
助
し

租
界
の

繋
柴
を

招
い

た

鮮
に

於
て

､

賞
辞
の

協
力
の

輿
つ

て

力
あ
る

こ

と
は

明

白

で

あ

る
P

又
､

珍
奇
な

或
は

便
利
な

外
国
品
を

歓
迎
し

て

日

常
生

拾
に

西
欧
の

趣
味
様
式
を

漸
次
に

採
用
す
る

に

至
つ

た

事
資
は

､

支
部

民
衆
の

無
意

識
的
協
力

皇
息

昧
す
る

｡

今
ま

で

な
か

つ

た

煙
草
が

愛
好
さ

れ
､

化
粧
品
が

愛
用
さ

れ
､

毛
織
物
が

歓
迎
さ

れ
､

汽
革
汽
船

自
動

車
の

便
利
が

知
ら

れ
て

､

西
欧
の

商
品
に

封
す
る

需
要

が

増
加
し
て

発
た
こ

と
は

､

外
囲
の

通

商
を

旺

盛
な

ら
し

め
､

投

資
を

誘
致

租

界
の

経
済
的
聾

展

と

そ
の

意

義

5 Ⅰ
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一

橋

諭

輩

欝
五

巻

第
一

放

し

た
の

で

あ
つ

て
､

是
に

依
つ

て

租
界
も
日
々

に

成
長
蟄
展
し

巧
そ

の

結
果

､

往
昔
の

自
給
自
足
経
済
は

破
れ
て

支

部
の

列
国
経

済
に

･
封
す
る

依
存
闊
係
が

蟄
生
し

そ
の

度
合
が

深
ま
つ

て
､

租
界
の

支

部

経

済
に

占
む

る

支

配

地

便
が

築
か

れ

強
め

ら

れ

た
の

で

あ
る

｡

租
界
内
の

平
和

､

租
界

自
慣
の

安
全

､

租
界
と

支

部
内

地

と
の

流
通

､

此

等
の

事
情
が

租
界
蟄
展
の

重
要

條
件

を

な

す
こ

と

は

以
上

逮

べ

釆
つ

た

如
く
で

あ
る

が
､

他
に

も
う

一

つ

看
過
し

得
な

い

條
件
が

あ

る
｡

そ

れ

は
､

租
界
を

中
心

と

し
て

腎
ま

れ

た

先

進
国
の

技
術
と

経
営
の

優
秀
性
で

あ

る
｡

殊
に

長
年
月
に

互

る

海
外

蟄
居
に

商
才
政
才

を

磨
き

又

最
も
早
く
産
業

革
命
を

経
て

新
技
術
を

経
済
生

活
に

採

用
し

た

英
国
の

鎗
動
を

窒
息

す

る

必

要
が

あ
る

｡

各
国
の

租
界
を

腰
倒
し
て

英
国
の

租
界
或
は

英
国
の

租
鼻

或
は

英
国
の

主
勢
力

を

有
す

る

租
界
が

褒
粂
を

誇
つ

て

ゐ

る

専

茸
を

人
々

に

解
繹
す
る

も
の

は
､

今
ま
で

適
ペ

て

発
た
二

般
的
諸
事
情
で

は

な

い
｡

租
界
を

住
み

よ

く

し

租
鼻
を

政

治
経

済
の

中
心
地

た
ら

し

め

空
つ

の

重
要

な
事

情
は

､

悪
く
云
へ

ば

英
国
の

老

檜
で

あ

る

が
､

よ

く

云
へ

ぼ
､

英
国
官
民

の

速

度
と

努
力
で

あ
る

｡

是
が

又

正

に

今
日

租
界
問
題
で

英
国
が

矢
面
に

立

た

な

け
れ

ぼ

な

ら
ぬ

理

由
に

も
な
つ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
q

租
界
発
展
の

支
部

経
済
に

封

す
る

意
義

租
界
の

蟄
生
と

蟄
展
に

関
す

る

事
情
の

概
説
は

右
の

如
く
で

あ

る

が
､

斯
く
し
て

蟄
居
し

た

租
界
が

支
部
経

済
に

対
し

て

叉

今
次
事
欒
に

際
し
て

有
す
る

意
義
如
何
に

関
し
て

若
干

述
べ

て

み

る
｡

租
界
の

存
在
並

び

に

蟄
展
が

支
部
経
済
の

成
長
を
歪

め
て

釆
た

と

云

ふ

こ

と

は

屡
モ

褒
詞
さ

れ

る

所
で

あ

る
｡

列

国
の

帝
国
主

義
的
進

出
が

租
界
を

足
場
に

し

て

深
く
奥
地
に

及

ぶ

支

部
経
済
の

圃
属
経

済
へ

の

成
育
を

妨
げ

之
を

牛
植
民
地

佗

し

た

と

云

ふ

大
雅
把
な

詮
翰
は

､

操
執

着
流
の

好
ん
で

筆
に

す
る

所
で

あ

る
｡

又
､

奥
地
の

資
金
が

租
界
に

流
入

し
て

外
国
銀
行
の

預
金
に

在
り

為
に

民
放

資
本
が

却
つ

て

外
囲
の

自
国
へ

の

侵
略
に

外
国
花

成
つ

て

利
用

さ

れ

た
こ

と
､

の

み

な

ち

ず
関
税
増

税
の

収

入

が

外
国
管
理

を

受

け
粗
暴
内
の

外
囲

銀
行

S :2

斬
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紹

稚

ネ

丸

監
…

利
子
で

預
金
さ

れ

た

紆
鼻
白
囲
の

財
政

収

入
ま

で

が

同

棲
に

鎗

用
さ

れ

た
こ

と
､

此

等
の

銀
行
殊
に

層
港
上

海
銀
行
が

幣
制
改

憲

現
銀
の

輸
出
入

を

巧

妙
に

行
つ

て

為
替
を

操
縦
し

通
商
の

利
益

を

不

常
に

大
な

ら

し

め

且

支
那

銀
行
及

璧
放

に

封
し
て

宛
然
中
央

銀
行
の

如
き

樺
能
を

慧
延

い

て

は

国
内

金
融

を
牛

耳
つ

た
こ

と
､

叉

更
に

､

租

雪
中
心

と

し
て

営
ま

れ

た

外
国
商
社
が

治
外
改

植
の

庇
護
の

下
に

阿
片
或
は

武
券

弾
薬
等
の

不
正

輸
入

を

企
て

支
部
民
放
の

健
全

と

奥
地
の

治
安
を

素
乱
せ

し

め

た
こ

と
､

関
税
自
主

権
快
復

後
は

此

魔
を

中
心

に

外
国
資
本
は

エ

巣
を

興
し

民
族
工

菓
を

腰
迫
し

た
こ

と

等
は

､

支

部
の

現
代
経
済
聾
者
の

廣
モ

嘆
じ

て

ゐ

る

所
で

あ

る
｡

姑
く
是
を

外
国
資
本
と

民
放
資
本
と
の

利
率
に

付
い

て

平
静
に

考
ふ

る

に
､

租
界
内

外
図
南
敢
及

工

場
が

租
界
内
自
国
銀
行
よ

り

融
通

さ

れ
る

資
金
の

利
率
が

､

仮
令
母

国
に

於

け
る

利
率
よ

旦
向

き

に

せ

よ
､

倍
､

資
本
の

蓄
積
少

き

支
那

側
銀
行
及
び

餞
荘
よ

力

士

着
の

商

社
工

場
の

仰
ぎ

得
る

資
本
利

率
に

比

し
て

低
い

事
要
は

､

他
の

條
件
に

し
て

等
し

く
と

も
そ

れ
の

み

で
､

租
界
内
の

外
因
商
工

菜
の

優
越

を

意
味
す

る
｡

況
や

､

脛
腎
者
の

合
理

的
精
神

､

技

術
の

進
歩

､

設
備
の

瀕
新
等
に

於
て

著
し
い

優
劣
の

差

が

あ

る

に

於
て

は
､

自
由
競

争
下
の

民
族

商
工

菓
の

放

逸

は

嘗
然
の

辟
結
で

あ
る

｡

結
局

､

彼
等
の

活
路
は

､

一

歩
温

い

て

優
越
す
る

外
囲
企
菜
に

支
配
さ

れ
つ

}
こ

れ
に

附
隠
し
て

行
く
の

み

で

あ

る
｡

外

雪
印

を

扱
ふ

商

店
百

貨
店
が

紫
発
し

､

外
国
領
事
の

登
記
を

経
た

土
地

に

封
す
る

金
融
が

括
澄
を

極
め

､

下

請
け
乃
至

神
足
的
小
工

琴
が

多
い

所
以
で

あ

る
｡

支
部
の

青

年
畢
徒
が

自
国
の

経
済
を

賞
辞
経

済
と

呼

ぶ
の

も
取

皇
円

年
の

民

族

意
識
の

強

烈
の

み

を

語
る

も
の

で

は

な
い

｡

現
に

､

買
群
の

或
る

者
達

琴
目
ら

資

本
家
と

し
て

相
音
大
規
模
孜

商
工

業
を

営
み

乍
ら

､

侍
依
然
と

し

て

外
国
商

社
の

買
軒
を

罷
め
て

ゐ

な

い

と

云

ふ
｡

〈

山

↓

金

男
氏

｢

淋

串
財
閥

撃
四

芸
)

｡

上
海
を

中
心
と

す
る

所
謂

新
江

財
閥
も
か

1

る

買
餅
や

､

租
界
の

安
全

を

頼
つ

て

租
界
内
の

外
支
銀
行
に

玉

顔
の

預
金
を

し
て

ゐ

る

官
僚
の

資
本
群
で

あ

る

以
上

､

清
爽

は

兎
に

角
､

従
来
支

部

民
族

だ

辞
の

蟄
展
に

進
取
の

気
象
を

見
せ

な
か

つ

た
の

も

自
然
で

あ
る

｡

租

界
の

経
済
的
襲

展

と

そ
の

意

義

与3



4
r
へ

U

一

橋

論

叢

第
五

番

第
一

流

併
し

､

租

東
の

蟄
居
が

轟
支

外
闊
企

業
の

優
越

姦
来
し

て

ゐ

る

こ

と

は
､

必

ず
し

も
そ

れ
が

義
経

済
の

資
産
勘
定

品
も
の

富

加
へ

莞
つ

雪
い

ふ

意
味
に

は

誉
ぬ

｡

事

軍

租

姦
展

昌
国

琴
済
に

と
つ

て

全

く
有
害

雷
の

に

考
へ

て

ゐ
る

嘉
青
年
畢
徒

の

好
ん

で

用

ふ

る

賞
辞
資
本
と
い

ふ

語
自

嘘
が

是

豊
撃
る

｡

嘉
民
放

資
本
の

三
倍
成

要
は

､

租

雷
中
心

に

誉
れ

完
図

南
祀
に

働
い

蛋
鮮
の

蓄
積
に

成
る

も
の

で

雷
､

賢
か

に

笹
界

琴
所

要
の

賜
物
で

雪
｡

-

般

妄
察
し

て

も
､

内

乱
の

琴
繁

を

極
め

豊
郷
に

欝
る

財
産
の

保
全

呈
茸

主
に

撃
界
の

霊
に

負
ひ

､

相
次
ぐ
戟
鍋
に

物
の

例
の

経

済
が

破
滅

量
ら

ず
に

曲

芸

是
も
今
日

喜
繹
持

さ

れ

て

警
ゐ

る

の

も
､

原

料

琴
品

等
が
荊

貰
内
の

倉
庫
に

保

苦
れ

エ

場

建
物
の

如

き

固
定

設
備
が

租

界
或
は

そ
の

隣
接
地

域
に

梼
へ

ら
れ

て

保
護
さ

れ

窄
結

果
で

あ

る

(

此

の

新

屋
い

て

は

既

に
｢

現

代

嘉
講
座
+

彗
講

､

拙
稿
｢

現

代

嘉
財

蒜
堅

七

〇

真
に

於
い

て

細
れ
る

所
が

空

電
又

､

貴
簡
の

例
の

経

済
に

於
て

も
､

泡

幣
の

帝
身

誓
銀
行
券
が

現

銀
に

代
る

信
用

を

次
第
に

博

し

得
た
に

つ

い

て
､

そ
の

基
準
備

誓
現

銀
が

苦
し

て

天

津
･

上

葦
の

粗

悪
の

銀
行

金
庫
に

保
管
さ

れ
て

ゐ

誓
と

嘉
過
L

て

は

誉
ぬ

｡

此

の

警
関
す

る

嘉
な

例
語
を

入

違
､

芸
の

事

警
碧
く
も

些
問
の

耳

目

を
惹

完
天

津
の

奄
銀
問
題
に

見
る

で

誓
う

｡

叉
､

曾
て

昌
五

年
に

帝

位
を

歩
み

蛋
世

凱
が

内

乱
の

蔓
に

警
品
行
券
の

免

換
停
止

命
令

昌
L

空
き

､

上

海

の

中
国
銀
行

孟
笠
に

雪
こ

の

事

雪
を

漁
知
し
て

壁
間

株
主

相

集

晶
議
の

上

同
行
の

資
産
負
債

是
国
対

彗
に

引
渡
し
て

一

雷
委

任
管

警
し

め
る

と

同
時
に

､

上

警
店

芳
宕
の

違
準
備
金
を

保
管
せ

し

め
て

こ

れ

が

免

換
に

應
ぜ

し

め

叉

満

期
預
金
の

引
出
免

換
を

も
認
め

芸
で

雪
(

霊
應
｢

中

華

冨
史
+

二

完

よ
貢
)

｡

是

葺
く
中
国
銀
行
及

び

そ
の

銀
行
券
の

信
用

姦
持

す

る

と

共
に

､

延

い

て

は

嘉
銀
行
及

そ
の

銀
行
券
の

信
用

確
立

に

貢

献
す

る

所

砂
く

な

か

つ

竺
此
の

警
､

曾
て

｢

嘉
祈

究
+

雷
○

琴
拙
稿
｢

支
部
に

於

け
る

耗
鰐

と

啓

御

改

革
+

に

於
て

煽
れ

た
)

｡

郵

私

強
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〕

汗
い

丸

叉
､

租
界
内
に

外

国
商
工

業
が

奮
発
し

た
こ

と

は
､

之
に

接
し

た

支
部

が

自
国
の

領
土

上
に

外
国
の

境

進
振
カ

を

尊
び

得
る

横
合
を

有

し

た

謬
で

あ
つ

て
､

支

部
の

新
式
銀
行
百

貨
店

･

近

代
工

業
等
は

か

ゝ

る

事
情
に

依
つ

て

漁
想

外
に

早
く
蟄
展
す
る

に

至
つ

た

と

も

考
へ

得
る

｡
租
界
の

存
在
及

蟄
展
の

支

那
経

済
に

封
す

る

作
用
は

右
の

如
く
資
産
負
債
の

爾
勘
定
に

之

蓋
買
得
る

か

ら
､

両

者
を

封
照

し
て

み

な

け

れ

ぼ
､

支

部
経

済
に

封
す
る

損
益
の

決
算
は

明

ら

か

な

ら

し

め

得
ぬ

｡

此
の

決
算
は

勿
静
困
難
な

仕
事
で

あ

る
｡

放
で

は

唯
支

那
が

租

界
の

存
在
と

蟄
展
に

依
つ

て

狭
い

乍
ら

又

外

国
資
本
の

歴
迫
に

歪

め

ら
れ

た
形

態
に

於
て

ゞ

は

あ
つ

た

が

資
本
の

安
全
な

逃

避
先

及

有
利

な

活
動
領
域
を

有

し

得
た

事
箕
は

私
有
財
産
の

安
全

及

取
引
の

自
由
を

保
護
す
る

こ

と

を

職
能
と

す

る

近

代

国
家
秩
序
の

確
立

に

封
す
る

民
放
資

本
の

関
心

を
甚
し

く

減
殺
し
延

い

て

は

廣
大
な

内
地

に

蟄
展
す
べ

か

夕
し

支
部

経
済
を
萎

縮
せ

し

め
た
の

で

挙
る

ま
い

か

と

云
ふ

推
論
を

下
す

に

止

め
て

事
欒
下
の

租
界
経
済
の

意
義
に

関
す
る

考

察
に

進
み

た
い
｡

事

攣
下

に

璧
り

最
悪
涛
の

意

義

表
の

進
行
と

共
に

､

申
界
が

益

晶
困
の

曹
H

政

権
の

根
接
地

と

警
告
と
は

周
知
の

如

く
で

あ

る

が
､

何
故

斯
く
な
つ

た
か

に

付
い

て
､

或
は

日

本
円
地

の
一

部
に

充

分
の

理

解
を

持
つ

て

ゐ

な
い

者
が

あ

る

の

で

は

な
か

ら
う

か
｡

型
界
の

住
民
の

大
部
分
が

義
人
で

驚
ノ

､

支
部

例
の

主

要

金
融
横
闊
及

商
工

菓
が

こ

左
偏
在
し
て

ゐ

る

こ

と

は

塊

に

述
べ

た

が
､

管
財

警
賄
ふ

為
の

み

に

も
､

此
の

粗

東
の

経

済
力
の

無
税
し

得
な
い

こ

と

は

云

ふ

迄

も
な
い
｡

菅
政

権
の

戦
時
蟄
行
公

債
は

､

占

領
地

域
に

国
縫
さ

れ

た

租
界
内
の

富
を

狙
つ

て

行
は

れ

た

も
の

と

さ
へ

考
へ

得
る

｡

粗

雷
管
理

す

る

列

国
と

し
て

は

此
の

裏
側
の

利
害
に

反

抗
す

る

為
に

は
､

餞
程
の

利
益
が

期
待
さ

れ

琴
け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

所
が

現

租

界
の

経
済
的

聾

展
と

そ

の

意

義
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〇
一

〉ヽ

一

橋

給

費

葬
五

番

弟
一

統

在
は

か

1

る

期
待
が

無
い

の

み

革
ら

ず
､

例
へ

ぼ

航
行

権
に

基
い

て

外
国
商

航
の

自
由
に

拙

策
し
て

ゐ

た

揚
子
江
の

如
き

大
交
通

網
は

閉

塞
さ

れ
､

哲
拝
の

き
要

開
港
地
は

悉

く
封
鎖
さ

れ

て
､

租

蒼
基
地

と

す

る

経
済
括

警
促
進
し

牽
諸

條
件
が

停
止

し
て

ゐ
る

上
に

､

占

領
地

直
に

於
て

時
日

本
側
が

種

言
開
策
統

御
曾

祀
を

設
立

し
て

此
の

方
面
に

も
容
易
に

新
市
場
を

求
め

得
な

遠
藤
で

挙
る

｡

従
つ

て
､

日

本
の

財

悪
癖
力
に

早
晩
行

菅
が

来
る

に

相

碧
い

と

い

ふ

野
手

な

漁
想

豊
て

1

ゐ

た

英
彿
は

､

飽
く

菩
窮

誓
見
せ

す
に

支

警
援
助
し
っ

ゝ
､

又
､

日

本
の

最
大
の

顧
客

誓
米
国
把

封
し

て

そ

の

年
木
の

主
張

雷
門
戸

開
放
の

危
機
に

迫
つ

て

ゐ

る

如
く
宣
倦

し

て

之

垂
誇

ひ
､

逆
境

農
技

軒
よ

う

と

考
へ

牢
よ

う

で

あ

る
｡

か

く
て

租

砦
叔

揚
と

す
る

封
支

援
助

､

琴
界
の

存
立

国

富
き
れ

て

来
た

｡

倫
､

是
に

閲
聯
し
て

､

列
国
の

金

融
資
本
の

関
心

を
注
意
す

る

必

要

が

あ

る
｡

嘩
令

外
開
祖

束
が

撤
廃
さ

れ
て

も
新
秩
序
に

依

っ

て

外
囲
の

通

商
が

不

可

能
に

琴
る

詳
で

は

な

く
､

清
洲
困
の

如
き

､

達
設
前
よ

斗
そ

の

後
の

方
が

通

商
顧
は

増
加
し
て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

併
し

､

彼

等
の

要

す

る

も
の

は

通

商
の

み

な

ら

す
､

直
接
費
木

琴
下
で

あ

る
｡

そ
の

投

下

資
本
に

些
要

な

政

治
的

保

警
彼
等
は

新

政

樟
よ

力

も
重
慶
政
樟
に

期
待
す
る

の

で

あ

る
｡

英
閥
の

法
幣
援
助
が

申
界

内
の

銀

雷
通
じ
て

行
は

れ

た
の

も
､

そ
の

因
つ

て

凍
る

事
情

嘩
右
の

如
く

磨
く

基
い

と

惟
ふ

｡

倍
て

､

事
欒
下
の

租

羞
臍
の

裏
年
付
い

て

も
､

若
し

之
を

政

策
的
に

云

与
る

の

で

な

く
冷
静
に

理

解
せ

ん

と

す
る

な
ら

ば
､

眉

の

爾

雪
見
る

必

要

が

あ

る
｡

所
謂
法
幣
援
助
に

し
て

も
､

国

民
政

府
の

資
金
並
び

に

葛
替
の

管
理
に

封
し
て

ま
で

協
力

を
輿
へ

て

ゐ

な

い
｡

巽
に

整
り

る

外
国
銀
行
に

封
す
る

義
人
の

預
金

､

或
は

そ
の

外
開
銀
行
を

通
ず
る

外
貨
逃

避
は

大

量
に

行
は

れ
､

国
民
政

府
の

戦
時
財

悪
癖
政

策
は

著
L

く
そ
の

効

誉
殺
が

れ

た
こ

と
は

明

白

革
る

事
茸
で

あ

る
｡

漁
幣
の

令
兄

相

琴
は

俄

然
と

し
て

封
英

〓

竺

片
牛
で

あ

る

が
､

託
も

之

を
法

幣
の

相

撃
と

息

ふ

雷
く
今
日

で

は

四
､

五

片

が

そ
の

相

撃
と

考
へ

ら

れ
て

ゐ

る
｡

そ

れ

程
強
い

勢
力
を

郵

税

碗
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ノー5

維
･

凍

九

持
つ

た

闇
相

場
が

建
つ

て

ゐ

る

の

も
､

三
に

は
､

租
界
の

為
替
取
引
が

株
制
外
に

置
か

れ

て

ゐ

る

為
で

挙
る

｡

北

支
の

新
政

樺
が

天

津

英
彿
租
界
内
の

聯
銀
券
の

闇
相

場
を

気
に

し
て

ゐ

る

以
上

に
､

重
慶
改

植
畔
上

海
租
界
円
の

閤
相

誓
患
に

し
て

ゐ

る

か

何
う
か

は

別
問

題
と

し
て

､

闇
相

場
の

出
現

が

租
界
経

済
を

通
じ

て

ゐ

る

こ

と

は
､

北

支
も

中
支
も
欒
カ
が

な
い

｡

叉
､

重
慶
政

府
が

所
謂
西
南
諸
省
の

戦
時
開
蟄
に

大
童

琴
と

き
､

民
族

資
金
が

或
は

外
国
銀
行
把

預
金
さ

れ
､

租
界
内
の

滑
費
働
工

菓

又

は

密

皆
川

の

輸
入
に

用
ひ

ら

れ
て

そ
の

資
金

統
制
を

困
難
な

ら

し

め
て

ゐ

る

こ

と

も
､

事
欒
下

の

租
界
経

済
が

重
慶
改

植
に

封
し
て

有

す

る

意
義
の

重
大
な
る

一

面
で

あ

る
｡

更
に

､

港

簡
の

封
外
債
値
の

長
く
安
定
し
て

ゐ

た

こ

と

が
､

必
ず
し

も

重
慶
政

樟
の

抗
戦
カ
を

強
め

た

と

考
へ

ら

れ

ぬ

こ

と

は
､

申
支

雪
日

本
側
に

伐
る

法
幣
利
用

を

息
へ

ぼ
､

容
易
に

理

解
さ

れ
る

｡

そ

し
て

､

か

1

る

利
用
を

可

能
な

ら

し

め
て

ゐ

る

も
の

が
､

租
界
の

経

済
で

あ
る

こ

と

は
､

霹
設
を

要

し

な
い

｡

窮

屈
な

､

戦
時
の

外
貨
資
金
獲
得
及
び

物
資
の

調
達

に

租
界
の

経
済
が

少

し

も
日

本
側
に

寄
興

し
て

ゐ

な
い

と
は

誰
も

言
切
れ
ぬ

｡

過

般
の

法

幣
暴
落
は

日

本
側
の

利
用
を

挫
折
せ

し
め

る

為
に

重
慶
政

樺
が

英
国
と

相

談
の

上

空
畏

為
替
の

安
定
を

中
止

し

た

結
果
で

あ

る

と

云

ふ

意
見
の

窺
い

の

も
､

こ

の

軒
に

開
聯
し
て

ゐ

る

で

あ

ら
う

｡

要
す
る

に
､

租
界
に

封
す

る

主
観
的
評
債
を

下

す

前
に

､

人
々

は

そ
の

教
生

及
び

蟄
展
に

閲
す
る

客
観
的
知

識
に

達
す

る

必

要
が

あ
る

と

惟
ふ

｡

租

界
の

経
済
的

聾

展

と

そ
の

意

義




