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支

那

銀

行

制

度

の

調
整

-

鮮
制
改
革
よ
-
事
牽
前
後
の
動
向
を
繰
っ
て

-

徳

永

清

行

i

銀
行
制
度
の
不
備

文
部
の
銀
行
滞
秋
忙
は
分
乗
的
省
刑
は
布
す
る
も
の
が
あ
;T幻
け
れ
ど
私
.i
.｡
机
が
讃
効
は
堪
ら
な
か
tT
lた
か
､i.1し
て
..
銀
行
側
姥

に
つ
い
て
の
快
格
が
指
摘
さ
れ
て
居
-
'
こ
と
に
矯
正
の
重
鮎
を
求
め
て
'
金
融
機
構
の
有
機
的
情
動
近
促
進
せ
し
め
ん
と
す
る
意

向
が
常
然
費
生
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
即
ち
尭
づ
所
謂
中
央
銀
行
を
し
て

｢
銀
行
之
銀
行
｣
と
し
て

｢
綜
撹
中
程
.
調
度
四
方
｣
の
分

配
収
遠
の
任
務
を
執
ら
し
め
､
硬
塞
偏
向
の
虞
を
な
か
ら
し
め
ん
と
す
る
の
要
請
が
あ
る
｡
支
部
現
有
の
中
央
銀
行
は
既
に
圃
庫
代

理
と
領
布
硫

]
の
特
権
を
獲
得
す
る
を
以
て
.･
こ
れ
に
強
化
補
整
を
加
へ
て
･
全
力
を
集
中
し
･
再
割
引
制
定
の
瑛
大
に
よ
り
'
各

銀
行
.
鎮
姪
に
遍
く
通
融
の
僚
地
を
輿
え
'
堅
貿
な
る
後
席
た
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
-
'
中
央
銀
行
の
兼
務
と
一
般
銀
行
の

業
務
と
の
混
滑
摩
擦
を
解
消
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
.

中
央
銀
行
と

l
般
銀
行
と
の
分
野
裁
戯
と
し
'
各
稚
銀
行
は
天
々

の
立
場
を
守
わ
'
相
互
の
競
合
を
制
L
t
相
互
の
合
作
を
な
す
べ
く
'
宜
し
-
集
中
し
て
散
漫
た
る
と
と
な
-
､
宜
し
く
分
業
し
て

支
那
銀
行
制
度
の
調
整

第

1
番

四
六

l

第
二
戟

1
七
三

参照,践圃十六年十月二十三ELH乱雲E政府公布中央銀行陳例'十月二十九 日
公布中央銀行孝程｡



支
那
銀
行
制
度
の
調
整

弟

l
巷

四
六
二

東
二
就

1
七
四

紛
宰
す
る
こ
と
な
く
･
分
業
合
作
を
得
て
支
部
銀
行
の
仝
面
的
進
展
の
正
造
た
ら
し
め
ん
と
す
る
蓋

.Eu
JJ
れ
で
あ
!Q～
.

規
賓
の
支
部
中
央
銀
行
た
る
べ
き
存
在
は

｢
蘇
捜
中
梶
'
常
流
景
仰
｣
た
る
の
地
位
を
確
保
し
得
た
る
も
の
で
は
な
く
､
業
務
賛

態
は
軟
弱
で
あ
り
'
組
織
系
蔵
は
爾
飴
の
銀
行
の
蓉
展
を
腎
助
し
得
る
も
の
で
は
め
-
得
な
か
っ
た
｡
中
央
銀
行
と
鈍
行
制
度
と
の

関
係
に
つ
pJi
て

鼎
泉
借
の
譜
-～.e所
は
女
の
如
71hLも

の
で
あ
る
｡

如
何
な
る
制
度
に
あ
つ
て
も
'
若
し
中
心
的
基
礎
に
紋
乏
す
る
な
ら
ば
､
嘗
諸
制
度
は
何
と
し
て
も
完
動
忙
し
.tJ
緊
密
な
る
も
の

で
は
あ
-
得
な
い
と
前
提
し
て
'
支
部
の
銀
行
制
度
は
素
乱
し
て
は
ゐ
る
が
'
そ
れ
は

l
佃
の
制
度
を
持
つ
と
せ
ぼ
'
ま
さ
に
健
全

な
る
中
央
銀
行
仁
侠
乏
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
と
｡
そ
の
理
由
と
す
る
所
は
現
在
の
支
部
の
中
央
銀
行
は
責
力
並
に
作
用
上
､

一
つ

の
虞
正
な
る
中
央
銀
行
な
-
と
解
さ
れ
る
資
格
を
持
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
ふ
て
わ
る
｡

か
く
て
列
項
的
忙
指
示
せ
る
要
覧
は
'
帝

1
に
は
'
そ
の
匪
史
が
短
き
こ
と
.
第
二
に
は
~
そ
の
資
力
が
甚
だ
薄
き
こ
と
'
弟
L二

に
は
中
央
銀
行
と
し
て
獲
得
す
べ
き
特
樺
が
未
だ
安
全
に
取
得
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
'
第
四
に
は
'
圃
円
政
治
の
不
安
と
不
統

一
に

因
り
.
中
央
銀
行
は
常
に
財
政
上
の
牽
制
を
受
け
'
依
っ
て
以
て
自
行
信
用
の
確
立
を
容
易
と
し
得
ざ
る
こ
と
こ
れ
で
あ
る
｡

然
ら
ば
支
那
の
中
央
銀
行
の
存
在
虚
誠
な
る
の
事
賓
は
如
何
な
る
結
果
に
終
始
し
て
ゐ
る
か
む
呉
氏
の
列
車
す
る
所
に
よ
り
簡
潔

に
掲
げ
て
見
る
｡
等

l
に
は
､
中
央
銀
行
の
資
力
が
未
だ
甚
だ
薄
謝
な
る
に
因
り
~
市
面
上
'

1
般
金
融
の
緩
急
に
は
調
剤
な
-
'

蛙
制
が
な
い
.
こ
こ
に
支
部
金
融
を
葉
乱
不
安
な
ら
し
め
し
舞

一
の
主
要
原
因
が
あ
る
｡
弟
二
に
は
'
支
那
に
有
力
な
る
中
央
銀
行

の
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
.

一
般
銀
行
の
準
備
金
は
下
に
分
散
し
て
､
上
に
集
中
し
な
い
か
ら
'
そ
の
結
晶
と
し
て
金
融
統
制
に

甚
だ
不
利
と
な
る
｡
こ
こ
に
支
部
金
融
の
素
乱
逆
立
の
第
二
の
主
要
原
因
が
あ
る
｡
第
三
に
は
'
中
央
銀
行
が
不
健
重
な
る
に
因

全国敢行現勢之統計兵書況明,p.59.



り
･
手
形
の
再
割
引
が
嘗
然
賛
現
し
な
い
｡
第
四
に
は
'
中
央
銀
行
に
各
銀
行
の
準
備
が
集
中
し
な
い
か
ら
'
各
行
の
手
形
交
換
に

各
行
の
割
引
貸
付
に
掘
春
決
済
を
可
能
と
な
ら
し
め
な
い
｡
か
-
の
如
き
は
健
重
な
る
中
央
銀
行
の
妖
加
と
支
部
金
融
制
度
の
素
乱

の
因
果
関
係
を
開
明
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
解
説
し
た
の
で
あ
も
.

交
野
の
銀
行
制
度
は
極
め
て
散
漫
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
､
こ
れ
は
形
式
的
に
は
'
各
別
に
特
殊
使
命
を
負
へ
る
が
如
き
名

義
上
の
存
雀
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
'
賃
質
的
に
は
'
碓
三

種
の
商
業
銀
行
的
性
質
を
帯
び

｢
商
業
銀
行
化
｣
し
て
し
ま
ひ
.
短
期

商
斐
預
金
の
1
遠
に
競
過
し
た
た
め
で
あ
る
｡
究
整
せ
る
銀
行
制
度
を
構
成
す
べ
き
各
種
銀
行
が
完
全
性
を
具
備
し
て
居
ら
ず
､
均

衡
的
専
属
が
な
か
っ
た
か
ら
し
て
銀
行
制
度
が
確
立
し
得
な
か
っ
た
と
し
て
痛
感
さ
れ
た
も
の
で
あ
NI
o

民
国
二
十
四
年
国
民
政
府
は
そ
の
幣
制
改
革
に
昔
つ
て
p
金
融
磯
楠
の
筆
跡
的
調
整
の
意
野

で
明
言
す
る
所
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
は

中
敷
醜
行
t
r.I.t
て
い
(:.
ぼ
中
火
準
備
銀
行
tL.
の
･改
組
､
緋
て
中
央
桁
僻
馳

行
な
･i･･し
め
ん
･ど
う
る
議
は
軍
覚
り
lた
る
戦

故
に
筑

守
こ
よ
td

.つh
.S
A
LA
L
こ
Jh
J<
つ
E
野
江
F撃
J
rl£
つ
と
ら
っ
E
b
hL7-ド
･
二

つ
改
¶別
変
革
り
好
TF
菱
d
f
J
r.ノ
U
D
k
J耶
瓶
ご
了
‥剛
変

＼

′～一つ
･‖ー
･･〃-
I]l｢r!
)(
./.
r.く
Pくレー
ノ】
一]ノノ=>
一っノTrr<
P.】一l泉
ノ一
`
J./
ノ
7
,.
/HV
〉
■6
.′
一′

､(
/>
dnJL召
こし
】J
′V
IAト
ー･上
ノブ｢~｣
ノ
tI
_
ノL
】l1〓｢′ノ凸リ
ノT
j.I
t
上
■

の
措
置
は
支
部
金
融
貨
幣
側
面
に
お
け
る
劃
期
的
段
階
を
な
す
も
の
と
な
っ
た
｡

〓

幣
制
改
革
前
の
要
請

支
部
に
お
け
る
中
央
銀
行
の
濫
鰻
は
前
清
末
李
に
遡
ら
な
-
て
は
な
ら
ぬ
が
'
中
央
銀
行
な
る
名
稗
が
規
資
の
銀
行
に
使
用
せ
ら

れ
た
る
は
民
国
十
三
年
孫
文
に
よ
っ
て
寅
東
政
府
の
中
央
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
る
に
始
ま
る
｡
十
五
年
に
は
北
伐
の
軍
興
り
､
武
漢

を
征
し
て
'
湊
口
に
中
央
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
庚
州
､漠
口
の
中
央
銀
行
は
そ
の
名
稀
を
冠
せ
L
に
と
ど
ま
り
.

支
那
銀
行
制
度
の
調
整

第

7番

四
六

三

第

二
雛

1
七
五

3) 呉港膚,中国的銀行,pp･133---135･
4) 前視,中国的銀行,pp.131.--:I32.



支
那
銀
行
制
度
の
調
整

策

t
馨

四
六
四

第
二
班

1
七
六

そ
の
資
態
を
具
備
せ
し
も
の
で
は
な
く
.
軍
興
に
伴
ふ
軍
費
支
舛
以
上
に
出
で
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

民
闘
十
K
年
十
月
二
+
五
日
国
民
政
府
よ
り
公
布
さ
れ
た
る
中
央
銀
行
慣
例
'
同
月
二
十
九
日
公
布
の
中
央
銀
行
章
程
は
'
特
定

国
家
銀
行
と
し
て
の
中
央
銀
行
に
関
す
る
意
向
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
'
若
干
の
轡
蓮
を
経
て
十
七
年
十

1]
月

1t
日
上
海
に
お
い

で
.中
央
銀
杓
が
設
立
rtjか
Jf
e
に至
り
.た
O
上
梅
中
央
琴
hLT
は
幽
門
準
備
の
単
軸
横
紙
た
る
.r('き
色
彩
を
憎
厚
に
し
､
殊
に
語
群
の
雑

中
､
国
雄
の
経
理
の
二
米
持
に
お
い
て
そ
の
箸
し
き
も
の
を

不
し
た
も
の
で
あ
る
.n
こ
の
時
に
雷
つ
て
は
.
枕
衆
の
小
関
鋲
朽
主
部

通
銀
行
と
の
立
場
を
明
確
に
せ
ん
と
す
る
の
意
園
も

一
膝
表
現
さ
れ
て
.
中
国
銀
行
は
国
際
篤
替
銀
行
と
し
て
､
交
通
銀
行
は
草
葉

教
展
銀
行
と
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
進
路
を
求
む
.へ
き
特
許
銀
行
に
襲
改
さ
れ
た
の
で
あ
る
.

爾
後
に
お
け
る
上
海
中
央
銀
行
は
'
栄
子
文
総
裁
を
週
へ
､
若
干
の
襲
蓮
を
経
て
孔
満
悦
盛

我
の
絶
佳
あ
り
'
銀
行
組
織
に
も
多

少
の
故
障
を
行
ふ
所
が
あ
つ
た
が
'
こ
の
時
期
に
お
い
で
は
注
意
に
値
す
る
中
央
銀
行
に
つ
い
て
の
連
詩
が
提
出
さ
れ
た
も
の
が
あ

ち
.
ケ
メ
ラ
ー
委
員
骨

(甘
兼
爾
設
計
要
具
脅
威
は
甘
獣
勤
顧
問
圏
t
E
･
W
･
K
em
m
ere
r,
P
leSid
en
t
.f
th
e
C
.
m
mi
ss
io
n
of
F
h
an･

cial
E
x
p
erts)
の
報
官
署
に
お
け
る
中
央
準
備
銀
行

(the
C
entra
l
R
eser
ve
B
a

nk
of
C
h
ln
a)
の
計
割
こ
れ
で
あ
る
o

ケ
メ
ヲ
I

委
員
骨

一
行
は
民
国
十
八
年

(
1
九
l元
年
)
掃
任
し
､
本
案
は
同
年
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
硬
表
さ
れ
た
の
は

十
九
年
≡

月
三
十
日
で
あ
っ
た
O
中
央
準
備
銀
行
計
劃
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
個
の
報
告
書
と
な
っ
て
居
-
'
そ
れ
は
束
硬
表
の
も
の
な

.い

る
由
で
あ
る
が
'
ケ
メ
ラ
ー
報
告
書
は
始
め
て
中
央
準
備
銀
行
な
る
名
柄
を
取
上
げ
た
も
の
の
如
-
で
あ
る
｡

降
っ
て
民
国
二
十
四
年
春
の
金
融
統
制
に
常
つ
て
は
既
存
の
中
央
銀
行
は
中
国
'
交
通
銀
行
と
共
に
相
互
に
閑
聯

1
敦
の
態
度
を

探
っ
て
ゐ
る
が
､
上
海
中
央
銀
行
に
つ
い
て
は
中
央
銀
行
津
が
同
年
五
月
二
十
二
盲

公
布
さ
れ
ー
菅
本
を

1
億
元
と
す
る
国
庫
支
稗

5) NationalGovernmentlofTheRepllblicofChina一.Commi≡isionofFinan-
CialExpert,ProjectofLawtortheGradual]EntroductionofaGold-
Standard CurrencySystem inChinatogetherwlth aReportin
supportthereof,1929,p.42,p163andp･145･



と
な
･2
/

特
権
菓
務
'
就
中
免
換
算
に
つ
い
て
の
,..強
化
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
.
同
年
十

一
月
三
日
支
那
は
新
貨
幣
に
つ
き
財

政
部
布
骨
を
教
し
た
の
で
あ
-
'
そ
れ
に
よ
れ
ば
時
の
南
京
政
府
は
中
央
銀
行
､
中
国
銀
行
､
交
通
銀
行
の
夜
行
券
を
所
謂
法
幣

(中

国
農
民
銀
行
は
後
日
参
加
)
と
な
し
'
紙
幣
の
準
行
権
統

1
に
乗
出
す
こ
と
と
な
っ
た
｡

こ
の
幣
制
改
革
断
行
に
際
し
て
の
財
政
部
布

昔
並
に
孔
樺
牒
財
政
部
長
聾
明
に
お
い
て
中
央
銀
行
の
改
組
'
そ
れ
は
中
央
準
備
銀
行
と
し
て
強
化
せ
ん
と
す
る
旨
を
準

へ
t
､幣
制

改
革
の
二
年
後
に
護
符
欄
占
槽
を
享
有
せ
し
め
ん
と
期
す
る
朋
を
明
示
し
た
.

こ
の
中
央
銀
行
改
組
に
関
し
て
は
民
国
二
十
六
年

(
1
九
三
七
年
)
三
月
二
十
四
日
'
中
政
合
を
通
過
し
た

｢
中
央
準
備
銀
行
法
草

案
｣
が
孔
鮮
償
財
政
部
長
の
主
張
に
よ
り

｢
準
備
｣
を

｢
偶
傭
｣
と
改
名
さ
れ

｢
中
央
儲
備
銀
行
婆

草
案
｣
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

て

'
こ
こ
に
中
央
儒
備
銀
行
な

る

名
梢
を
碍
た

わ
け
で
あ
る
が

'
こ
れ
が
貿
在
は
未
だ
現
れ
ざ
る
ま
ま
に
今
次
の
事
轡
と
な
っ
た
と

I;)は
枕
辺
し
た
析

tr.あ
NAau

顧
み
れ

ば
､
民
国
十

三
年
孫
文
に
よ
っ
て
中
央
銀
行
な
る
名
輔
が
支
那
の
貨
幣
金
融
史
上
に
取
上
げ
ら
れ
.
南
京
に
建
都
せ
L
に

お
い
て
は
民
国
十
七
年
上
海
に
中
央
銀
行
維
行
が
設
立
さ
れ
た
｡
爾
来
中
央
銀
行
に
つ
い
て
は
民
国
十
八
年
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
る
中
央

準
備
銀
行
'
民
闘
二
十
六
年
孔
群
比
…に
よ
る
中
央
偶
備
銀
行
が
取
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
後
年
の
経
過
は
未
だ
そ
の
改
組
集

の
管
現
せ
し
も
の
で
は
な
く

名
桝
と
し
て
の
進
展
に
と
ど
ま
っ
た
o

幣
制
改
革
後
の
い
は
ば
恐
慌
脱
出
に
引
横
-
非
常
時
鰹
制
整
備
の
緊
急
措
置
に
お
け
る
も
の
は
後
顕
に
譲
り
'

一
席
'
幣
制
改
辛

前
に
お
け
る
も
の
は
既
述
の
如
く

中
央
銀
行
に
関
す
る
動
向
に
お
い
て
支
部
の
銀
行
役
割
が
停
滞
し
て
居
-
'
そ
の
銀
行
系
統
が

寮
乱
し
て
居
た
こ
と
の
1
班
を
執
る
を
得
る
｡
即
ち
中
央
銀
行
を
中
心
と
す
る
銀
行
制
度
の
不
確
立
に
よ
-
'
事
態
は
収
拾
'
補
穀

支
那
銀
行
制
度
の
調
整

第

1
懸

四
六
五

第
二
戟

i
七
七
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支
那
銀
行
制
度
の
調
峯

第

-
番

四
六
六

第
二
就

一
七
八

こ
れ
ざ
る
ま
ま
に
推
移
し
た
の
で
あ
り
'
中
央
銀
行
を
中
棺
と
し
て
T
殻
銀
行
と
の
縦

の
系
統
整
は
す
'
特
殊
銀
行
と
協
力
す
べ
き

横
の
配
列
備
は
ら
す
､
各
銀
行
は
消
火
と
し
て
簡
米
銀
行
化
の
一
途
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
D
こ
れ
が
矯
正
意
見
と
し
て
中
心
組

織
の
快
乏
に
よ
る
銀
行
制
度
の
混
乱
を
全
面
的
原
因
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
節
を
組
織
の
快
芝
に
求
め
'
そ
の
能
力
の
統

〔り

語
忙
槻
増
車
A
の
札
解
も
あ
る
V̂
放
球
iLJP
,廿
作
松
ら
し
め
'
粉
辞
jlIJ
分
エ
た
ら
し
め
ん
去
り
る
合
作
分
工
の
仰
視
は
水
死
の
散
捜
状

態
む
組
織
の
碓
立
に
よ
り
集
中
貨
緒
を
捧
げ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

組
織
が
有
機
的
に
結
成
さ
れ
ず
'
或
は
能
力
が
組
織
を
系
統
づ
け
る
に
至
ら
ず
に
終
始
し
た
る
か
に
つ
い
て
は
数
々
の
原
因
を
挙

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
組
織
が
能
力
を
阻
む
だ
と
し
て
も
.
銀
行
制
度
の
組
織
的
改
善
に
併
せ
て
銀
行
兼
務
の
書
簡
的
改
革
に
侠

i
も
の
要

る
も
の
が
あ
｡
'
そ
れ
纂

力
歪

'
根
基
不
国
､
或
は
営
業

定
な
ど
の
弊
是

正
す
べ
く
'
或
は
呆

淘
汰
に
よ

-
'
或
は
白
敦
改
善
に
よ
-
'
企
業
形
態
に
封
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
角
度
に
お
け
る
も
の
も
討
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
夏
に
銀
行

の
健
垂
性
快
乏
の
補
整
を
銀
行
と
産
業
の
額
接
聯
紫
に
求
め
る
と
し
て
'
流
動
資
金
の
疏
通
の
み
な
ら
ず
'
固
定
資
金
の
投
資
銀
行

に
よ
る
提
供
'
更
に
資
金
融
通
に
と
ど
ま
ら
ず
､
技
術
'
管
理
'
営
業
等
の
工
作
に
つ
い
て
も
改
良
を
促
進
し
'
か
く
し
て
補
助
的

地
位
に
限
局
せ
ず
し
て
指
導
的
地
位
に
お
い
て
支
那
銀
行
の
清
爽
の
指
針
た
ら
し
め
ん
と
要
請
す
る
も
の
が
あ
る
｡

こ
れ
支
部
の
各
般
の
銀
行
に
各
々

一
定
の
方
針
と
任
務
を
有
せ
し
む
る
所
以
で
め
-
'
寝
期
商
業
預
金
の
一
途
に
競
合
せ
し
積
弊

を
排
除
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
-
､

か
か
る
傾
向
に
お
い
て
支
部
銀
行
を
し
て
最
短
期
間
内
に
そ
の
組
織
と
業
務
の
調
整
を
な
す
べ

L
と
す
る
.
併
し
乍
ら
東
邦
銀
行
が
進
歩
的
要
素
乃
至
現
象
を
外
貌
上
採
用
し
て
も
内
覧
的
に
は
停
滞
的
委
棄
乃
至
現
象
を
以
て
阻

碍
さ
れ
た
の
は
そ
の
由
宛
す
る
朗
を
夏
に
掘
下
げ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
.

全国銀行現勢之統計典説明,p59,前抱,中央銀行論,l:し25･7-7)



呉
承
確
の
記
述
に
よ
れ
ば
､
究
居
に
お
い
て
そ
の
旺
礎
作
用
の
由
っ
て
来
る
所
は
二
つ
で
あ
-
'

l
は
在
支
外
国
銀
行
の
統
制
圏

外
に
あ
る
こ
と
･
二
は
封
建
勢
力
が
破
壊
作
用
を
な
す
こ
と
を
畢
げ
て
あ
JQv･
JJ
の
見
解
は
支
那
経
済
の
停
滞
性
を
語
明
せ
ん
･U
す

■

る
に
昔
-
て
は
療
-
探
ら
れ
る
朋
で
あ
-
'
こ
れ
を
換
言
せ
ば

1
は
支
部
躍
潜
の
牛
植
民
地
性
と
い
は
れ
る
所
.
二
は
支
部
経
済
の

年

封
建
性
と
い
は
れ
る
所
に
諸
富
す
る
素
因
に
覆
す
る
も
の
で
あ
る
.
こ
の
年
植
民
地
性
と
'
牛
封
建
性
と
は
澗
-
支
那
の
貨
幣
金

融
の
側
面
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
-
支
那
経
済
の
停
滞
性
惹
起
の
全
面
的
要
因
と
な
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
｡

第

1
の
在
支
外
観
銀
行
が
支
部
の
統
制
圏
外
に
あ
る
こ
と
は
支
那
に
外
国
系
銀
行
が
設
置
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
､
形
式
上
に
は
支

部
国
士
の
支
配
下
に
あ
る
べ
き
に
資
質
上
に
は
辞
然
支
那
の
園
外
に
在
る
立
場
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
D

(
一
)
こ
の
関
係
は
支

那
に
お
け
る
内
外
線
稲
に
疏
通
を
拙
如
せ
し
む
る
と
と
と
な
-
'
従
て
そ
れ
は
営
業
上
に
も
大
鰐
内
外
銀
行
間
に
相
互
聯
路
を
持
た

な
い
も
の
と
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
O
重
∪

(
二
)
消
極
的
に
は
平
暗
に
あ
づ
Lr
l開
門
凍
融
の
鮮
鞄
の
外

に
ね
1第
rハ
朴
な
れ
ず
,
靴

叩jJノ

燐
畔

にあ
つ
て
は
'
往
々

機
に
釆
じ
て
撹
乱
的
存
在
と
な
っ
て
居
-
I
(
≡
)
辞
極
的
に
は
在
支
外
聞
系
銀
行
は
意
識
的
に
金
融
制

度
の
改
進
を
阻
碍
し
､
支
那
団
円
金
融
の
統
制
を
破
壊
し
た
と
い
ふ
.
こ
の
外

(
四
)
閲
内
政
滑
不
安
時
に
際
し
て
は
支
那
側
銀
行

預
金
の
外
国
系
銀
行
へ
の
大
幅
の
移
凧
に
よ
り
支
那
銀
行
の
恐
慌
封
策
へ
の
困
難
加
重
'
(
五
)
支
部
園
外
笥
啓
の
外
国
系
銀
行
壌

技
に
よ
る
内
国
銀
行
の
業
抄
系
統
の
不
完
整
'
(
六
)
外
囲
系
銀
行
の
紙
幣
襲
行
楢
享
有
に
よ
る
支
那
紙
幣
の
不
統

1
の
如
き
を
拳

げ
'
こ
れ
等
を
碓
宿
し
て
-
外
囲
系
銀
行
の
支
部
金
融
市
場
並
に
金
融
機
閲
よ
り
の
分
離
は
~
そ
の
作
刷
上
必
然
に
支
部
銀
行
制
度

の
統

1
を
阻
碍
し
･
且
破
壊
し
た
と
見
た
の
で
あ
も
.

外
国
系
銀
行
の
存
在
が
支
部
の
統
制
圏
外
に
あ
る
こ
と
よ
り
支
部
側
が
蒙
る
銀
行
制
度
の
不
完
垂
は
是
認
し
得
る
所
で
は
あ
る

支
那
銀
行
別
度
の
調
整

第

1
馨

望

ハ
七

第

二
郎

1
七
九

呉プ取繕,中国的銀行,p-135･
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支
那
銀
行
制
度
の
調
整

第

一
審

四
六
八

第
二
舵

一
八
〇

が
1.
そ
の
列
挙
さ
れ
た
る
個
々
の
専
管
に
つ
い
て
は
是
正
の
要
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は

そ
の
1
々
に

つ

い
て
は
省
略
す
る
が
'
右
列
項

事
項
中
等
し
-
外
国
系
銀
行
と
し
て
取
扱
へ
る
敵
米
系
録
行
と
我
閲
の
在
支
銀
行
と
に
お
い
て
は
そ
の
機
構
に
お
い
て
相
異
す
る
も

の
が
あ
-
'
又
彼
我
の
封
支
船
象
は
た
と
払
支
那
側
に
外
見
的
の
一
棟
性
を
以
て
映
す
る
と
し
て
も
'
そ
の
内
面
的
の
異
質
性
近
解

朋
し
た
-
で
は
な
ら
ぬ
JLJ
と
こ
れ
で
あ
h
n
.Ct

更
に
舛
璽

邦
銀
行
の
存
在
が
支
那
側
へ
の
挽
乱
的
素
因
を
梼
っ
と
共
に
支
那
側
が
こ
れ

に
依
存
的
素
因
を
持
つ
仰
向
に
あ
-
し
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
漁
ら
ぬ
で
あ
ら
う
｡

外
囲
勢
力
乃
至
外
国
銀
行
の
支
部
進
出
は
支
那
経
済
の
牽
達
を
阻
碍
し
た
こ
と
は
大
き
く
考
慮
yu
れ
る
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
'

か
か
る
腐
蝕
を
円
容
的
と
す
る
な
ら
ば
外
形
的
に
お
い
て
は
事
情
を
具
に
し
て
､
改
善
促
進
に
賓
し
た
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の

さ
へ
あ
る
.
昔
時
'
列
国
進
出
賓
本
主
義
の
特
徴
と
し
た
る
朗
に
は
進
歩
的
要
素
乃
至
現
象
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
o
そ
れ
は
支
部

に
1
原
は
近
代
的
色
彩
を
以
て
色
付
け
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
'
支
部
経
済
は
こ
れ
を
消
化
し
岨
噛
す
る
だ
け
の
働
き

を
営
ん
で
居
な
か
っ
た
こ
JJ
に
'
支
那
経
済
停
滞
の
最
大
の
原
因
を
見
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
O

惟
ふ
忙
支
部
の
政
治
の
脆
弱
さ
は
そ
の
濯
済
カ
'
そ
の
茸
カ
を
こ
の
目
的
に
副
っ
て
推
進
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で

あ
る
o
支
那
の
資
本
吸
収
力
､
支
那
の
財
貨
購
買
力
が
列
国
利
権
季
零
の
封
象
と
な
-
'支
那
に
封
す
る
列
国
の
笹
本
主
義
進
出
は
､

進
歩
的
形
態
の
側
面
を
以
て
扶
植
さ
れ
ん
と
し
た
も
の
に
あ
つ
て
も
'
支
部
の
受
容
的
立
場
に
お
い
て
は
鷺
質
的
に
根
強
-
紫
綬
さ

れ
た
る
封
建
的
要
素
乃
至
現
象
が
進
歩
的
な
も
の
を
利
用
せ
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
安
部
経
碑
は
半
植
民
地
的
な
る
楳
姑
か
ら

脱
出
し
待
ざ
る
が
た
め
に
そ
の
苦
悩
を
持
蹟
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
と
共
に
'
支
那
経
済
の
停
滞
的
事
象
の
解
明
に
は

支
部
の
年
封
建
性
な
る
事
項
を
重
要
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
..
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こ
の
封
建
性
と
現
行
制
度
と
の
閲
聯
に
つ
い
て
呉
東
薩
の
所
詮
を
見
れ
ば
攻
の
如
く
で
あ
る
.

軍
閥
の
特
質
は
地
方
割
櫨
で
あ

-
'
超
経
済
的
剥
奪
で
あ
る
と
蹄
提
す
る
｡
軍
閥
は
本
質
上
必
朝
に
'

1
つ
の
統

l
的
な
る
銀
行
制
度
を
要
求
し
な
い
所
以
は
'
銀

行
制
度
が
虞
に
統

一
茸
現
せ
ば
､
軍
閥
は
地
方
銀
行
の
澗
占
を
失
ふ
か
ら
で
あ
る
｡
又
軍
閥
は
原
則
上
健
重
な
る
統
制
あ
る
銀
行
制

度
を
需
要
し
な
S
の
は
'
軍
資
か
-
の
如
き
も
の
を
得
ば
'
軍
閥
は
却
て
紙
懲
濫
費
を
以
て
す
る
露
骨
な
る
民
衆
搾
取
が
不
能
に
至

る
か
ら
で
あ
る
JJ
す
る
o
故
に
図
円
の
銀
行
業
者
は
か
く
の
如
き
支
離
滅
裂
'
群
雄
割
櫨
的
局
面
下
に
あ
つ
て
は

一
つ
の
統

一
的
に

し
て
健
全
的
な
る
銀
行
制
度
の
確
立
は
必
然
不
可
如B
と
な
る
と
述
べ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
畢
げ
た
る
二
三
の
注
意
す
べ
き
事
項

は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
o
封
建
性
の
非
統

一
的
'
排
外
的
な
る
嘗
然
の
結
果
と
し
て
､
第

山
に
各
省
立
銀
行
に
軍
閥
の
封
す
る
所

は
恰
も
白
己
金
庫
の
外
部
存
櫨
の
如
-
に
取
扱
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
-
'
第
二
に
各
私
立
銀
行
も
亦
軍
閥
の
強
制
借
上
'
割
常
賦
課

1J
如
き
に
よ
-
て
曙
順
T.V.れ
る
.LQ･,.J
･J
胡
L

,＼
肇

二
に
軍
閥
の
勢
力
端
閏
だ
は
雌
…傭
余
年
く
し
て
任
意
に
紙
幣
む
北
龍
す

｡
･-.1-
n
L

結
果
と
し
て
金
融
が
撰
乱
さ
れ
'
民
衆
が
危
害
を
表
る
は
勿
帝
で
あ
-
､
紙
幣
の
免
換
不
囲
滑
.
流
通
阻
碍
は
必
然
的
に
伴
っ
た
朗

と
し
て
'
山
西
の
晋
砂
(山
西
票
).
山
東
の
軍
用
裏
始
め
数
多
の
茸
例
を
畢
げ
'

殊
に
曹
東
三
省
即
ち
清
洲
の
紙
幣
濫
聾
を
以
て
例

':(

覆
し
て
ゐ
る
の
で
あ
NT
o

支
部
に
お
け
る
封
建
勢
力
は
長
い
匝
史
と
偉
銃
の
下
に
掃
茸
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
'

世
鼎
紅
瀦
上
封
建
的
色
彩
が

一

慮
各
国
に
お
い
て
梯
拭
さ
れ
て
来
た
時
期
に
あ
つ
て
も
'
支
部
属
旗
仝
髄
の
生
括
根
底
に
浸
透
し
て
'
そ
の
封
建
勢
力
を
容
易
に
排

除
し
難
か
つ
た
こ
と
は
支
那
掲
白
の
立
場
に
お
い
.て
自
国
の
国
民
経
済
聾
展
に
自
覚
す
る
所
の
葦
現
を
難
事
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
｡
た
と
ひ
静
進
的
な
雰
囲
気
は
頗
成
さ
れ
た
も
の
が
あ
つ
た
と
し
て
も
賛
硬
は
停
滞
的
な
る
も
の
よ
り
以
上
に
は
出
で
難
か
つ
た

支
那
銀
行
制
度
の
調
整

第

Z
巻

四
六
九

第
二
戟

1
八

f

前視,中国的銀行,pp.137-14C'u12)



鳥
等

ナ

支
那
銀
行
別
戊
の
調
茄

第

一
審

四
七
〇

第
二
朗

1
八
二

の
で
あ
-
'
銀
行
制
度
の
上
に
進
歩
的
な
も
の
が
抹
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
粉
黛
の
偶
肺
で
あ
り
/

硯
膏
の
容
姿
と
は
な
り

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
れ
ば
支
郡
の
銀
行
制
度
に
つ
い
て
呉
承
確
は
攻
の
如
く
維
持
し
た
の
で
み
る
.
即
ち
上
に
健
重
な
る
中
央
銀
行
な
-
.
下
に
願

･

糖
な
る
間
葉
組
織
な
･-
!

外
は
外
閲
系
銀
行
の
牽
制
-J
郎
迫
が
あ
-
.
内
は
割
題
額
力
の
阻
擬
と
破
東
が
あ
-
..
こ
の
結
果
'
支
部

の
錦
行
制
衆
は
舛
･JJ.の
微
妙
で
あ
り
㍉
凍
乱
し
て
系
統
む

稗
や
･iJ
0

支
部
の
銀
行
制
度
を
轟
備
せ
ん
と
す
る
の
要
請
は
漸
窒
向
ま
る
も
の
が
あ

っ

た
O
銀
行
は
百
業
の
梶
紐
に
し
て
そ
の
盛
衰
進
退
は

国
民
経
済
に
形
影
相
伴
ふ
も
の
で
あ
-
'
そ
の
措
置
如
何
は
直
襟
に
は
金
融
の
健
全
促
成
に
'
間
接
に
は

一
般
産
業
の
向
上
刺
激
に

影
響
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
銀
行
機
能
の
重
要
性
は
支
那
碍
白
の
見
解
と
し
て
力
説
の
慶
を
高
め
た
も
の
で
あ
る
｡
併
し
乍
ら
支

部
銀
行
柴
の
費
展
は
不
平
衝
で
あ
っ
て
､業
務
上
に
未
だ
筆
画
な
る
基
礎
を
蓬
設
せ
ず
'組
紙
上
に
巌
苓
な
る
系
統
を
確
保
せ
ず
と
し

て
t
JJ
の
二
鮎
の
み
よ
-
し
て
も
､清
爽
の
帝
展
に
お
け
る
暗
礁
を
形
成
す
と
は
支
部
側
白
鰭
に
お
け
る
慨
嘆
で
あ
っ
た
の
で
あ
そ

民
囲
二
十
四
年
十

1
月
三
日
の
幣
制
改
革
に
際
し
て
の
財
政
部
布
昔
の
1
節
に

｢
中
央
銀
行
之
組
嘩

亦
将
力
演
故
事
'

以
轟

銀
行
之
銀
行
職
務
.

其

l
般
銀
行
制
度
'

真
顔
改
革
健
全
(下
略
)
｣
即
ち
中
央
銀
行
の
組
織
も
亦
力
め
て
改
善
を
求
め
-
以
て
銀

行
の
銀
行
た
る
の
職
安
を
露
-
さ
し
む
.
こ
の
1
般
銀
行
制
度
は
､
更
に
須
ら
-
健
全
な
る
に
改
革
し
云
々
と
中
央
銀
行
の
補
強
'

印

南
柴
銀
行
よ
り
不
動
産
銀
行
の
夫
々
に
及
び
全
面
的
に
銀
行
制
度
の
調
車
に
関
す
る
聾
明
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
o

爾
後
の
展
開
は
JJ
と
に
そ
の
護
動
郡
を
求
め
得
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
も
攻
の
留
保
を
必
要
と
す
る
｡
そ
れ
は
支
部
銀
行
に
つ

い
て
統
制
的
意
向
が
多
分
に
節
税
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
ゐ
る
が
'
新
式
銀
行
に
封
し
て
菅
式
銀
行
は
並
立
的
進
行
を
な
し
た
も
の

前‡臥 申開的票F市,P.140.
全国銀行fjき勢之統計輿首足rrTlh,P 59-
参照,民国二十Lq年十一月三 EJ朋政部布告及孔出島教義宣言D
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-
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.

･∵
二

で
あ
る
こ
と
.
更
に
外
国
系
銀
行
の
存
在
は
別
途
に
存
し
て
こ
こ
に
鼎
立
閲
係
に
お
け
る
進
展
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡

三

中
央
銀
行
の
強
化

中
央
銀
行
の
強
化
に
つ
い
て
は
民
国
二
十
四
年
五
月
二
十
:
盲

中
央
銀
行
津
が
公
布
さ
れ
特
樺
業
緒
に
つ
い
て
の
張
化
策
が
講
ぜ

叫

ら
れ
た
.
こ
の
種
中
央
銀
行
に
関
す
る
荏
議
乃
至
法
規
の
有
す
る
も
の
は
数
々

畢
げ
得
ら
れ
る
析
で
あ
る
が
'
そ
の
道
営
の
賛
蹄
は

極
め
て
乏
し
き
も
の
で
あ
っ
た
.
然
る
に
こ
の
二
十
四
年
春
の
金
融
統
制
に
嘗
つ
て
は
'
中
央
銀
行
は
'
中
国
'
交
通
銀
行
と
共
に

聯
紫
し
て
東
郷
金
融
支
配
の
茸
椎
等
握
に
拍
串
を
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
o
同
年
十

一
月
三
日
聯
貨
幣
政
環
に
つ
き
て
財
政
部
布
昔

の
憩
せ
ら
れ
る
雪

中
央
銀
行
の
組
織
改
背
に
よ
る

｢
銀
行
之
銀
行
｣
な
る
職
務
連
行
を
張
調
す
る
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
肝
油
の
如

く
で
あ
る
が
.
財
政
部
兵
器
明
に
屯
攻
の
如
-
語
っ
て
あ
る
G

孔
財
長
管
表
宣
言

(前
略
)
現
馬
国
有
之
中
央
退
行
'
終
夜
磨
布
改
組
希
中
央
準
備
飯
石
'
其
主
宰
資
本
雁
由
各
銀
行
及
公
衆
供
給
'
伸
成
褒
超
然
機
関
'
而
克
以
全

力
保
♯
全
国
農
相
之
確
定
.
中
央
準
備
銀
行
頗
保
管
各
位
行
之
準
備
金
､
経
理
圃
鍵
盤
収
存
1
切
公
共
資
金
'
且
供
給
各
銀
行
以
再
貼
硯
之
便
利
｡

巾

中
央
準
備
儀
布
並
不
粍
皆
普
通
南
米
銀
和
之
社
務
'
惟
於
二
年
後
享
有
費
行
雫
横
｡
(後
略
)

現
在
国
有
た
る

｢
中
央
銀
行
｣
は
'
将
来
は
改
組
を
行
ひ
て

｢
中
央
準
備
銀
行
｣
と
な
す
ペ
し
と
し
､
そ
の
主
要
資
本
は
各
銀
行

及
び

T
般
公
衆
よ
-
の
供
給
と
し
.
そ
の
存
在
は
超
然
棟
閲
た
ら
し
め
'
全
力
を
以
て
全
国
貨
幣
の
安
定
を
保
持
せ
し
む
と
明
言
し

た
の
で
あ
る
｡
か
-
て
中
央
銀
行
の
中
央
準
備
銀
行

へ
の
改
組
は
二
年
後
の
民
国
二
十
六
年
末
頃
に
は
断
行
さ
れ
る
筆
の
も
の
と
な

っ
て
ゐ
た
O

爾
後
の
経
過
に
つ
い
て
見
れ
ば
'

二
十
五
年
二
月
四
日

｢
改
組
中
央
銀
行
法
案
｣
が

孔
財
政
部
長
よ
り

行
政
院
に
提

嘉

銀
行
制
度
の
調
整

第

1
馨

四
七
一

第
二
枕

l
八
三

第十七傭乃雫第二十四候｡
前視,改革幣制要覚,P.7.
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支
那
銀
和
利
戊
の
調
搭

第

1
巻

四
七
二

第
二
既

1
八
四

出
､
通
過
と
な
っ
て
ゐ
る
｡

右
の
改
組
中
央
銀
行
法
案

に
あ
つ
て
は
修
正
の
主
要
項
目
は
攻
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
.

1
.
資
本

費
本
線
頻
は
従
埜
迎
I
の
一
埠

R
で
あ
る
が
先
き
に
圃
嘩
支
出
に
よ
-
完
億
す
べ
か
b
L
も
の
を
株
式
弧
純
-
し
て
左
の
如
き
出
資
に

偵
っ
O
甲
'
乙
'
丙
'
丁
の
四
頬
と
し
'
甲
煩
四
十
親
株
は
圃
民
政
肝
の
出
琴

乙
矩
正
確
株
は
各
宥
市
扱
称
の
出
資
と
L
F
開
墾

二
十
五
端
株
は

東
那
S
銀
紙
謙
抑
餅
の
強

八
が
批
評
し
t
て
別
は
,qJの
舛
豹
に
a
H
十
胡
雌
で
讃
那

l
帖
TjLLutJ間
の
出
iJd
き
い
ふ
こ
1-
1-
L
l
r

二
､
組
織

理
事
骨
は
準
打
法
に
あ
っ
T

は民
間
棟
募
集
に
際
し
て
の
別
途
規
定
の
飴
地
を
存
す
る
も
国
民
政
府
よ
-
現
車
十

一
名
乃
至
十
五
名
の

特
採
に
侯
っ
･G
の
で
あ
る
か
ら
修
正
案
に
あ
つ
て
は
理
事
骨
は
理
事
十
七
名
を
以
て
組
織
L
t
国
民
政
府
よ
･J
,九
名
を
特
派
L
t
株
主
絶
食
よ
り
八

軸

名
(官
株
以
上
の
株
主
中
よ
-
)を
遵
奉
す
.
倍
修
正
案
に
は
常
務
理
事
に
つ
い
て
は
若
干
の
緩
和
を
認
め
政
府
側
は
四
名
'
そ
の
他
三
名
で
あ
る
｡

監
事
骨
は
現
行
津
に
ゐ
つ
て
は
圃
良
政
府
よ
り
監
事
七
名
の
特
鉦
を
建
前
と
す
る
濃

で
あ
る
.
修
正
某
は
監
事
九
名
を
以
て
組
織
し
'
国
民
政
府

よ
-
四
名
を
特
注
し
'
株
主
線
骨
･L1
-
玉
名
(首
線
以
上
の
株
主
巾
よ
り
)
を
遵
奉
す
.

eq

株
主
絶
食
に
つ
い
て
は
修
正
案
の
要
旨
に
特
に
第
七
章
と
し
て
嘗
該
関
係
規
定
を
設
-
o

こ
れ
等
修
正
の
趣
旨
は
資
本
構
成
に
お
い
て
は
民
間
棟
の
協
力
に
よ
-
て
中
央
銀
行
の
基
礎
を
強
化
し
'
粗
放
内
容
に
お
い
て
ほ

同
行
の
稚
仕
に
欄
白
性
を
加
重
し
.
政
治
的
買
塵
を
回
避
せ
し
め
ん
と
し
た
る
も
の
で
あ
る
.
特
樺
の
確
保
は
固
よ
り
業
務
規
定
の

内
容
を
明
確
に
し
て
金
融
中
程
と
し
て
の
存
在

へ
改
組
強
化
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

併
し
乍
ら
強
化
の
意
園
は
右
の
程
度
の
修
正
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
や
は
役
員
骨

の
規
定
に
つ
い
て
も
政
府
特
派
の
多
数
制
に
期

待
を
窮
め
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
殊
に
形
式
的
た
修
1g
に
よ
り
内
容
的
な
韻
化
を
皐
げ
得
る
や
に
つ
い
て
は
過
去
の
支
那
政
府
系
銀
行

TT小-

に
お
け
る
推
力
濫
用
が
懐
疑
を

t
掃
せ
し
め
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

民
国
二
十
六
年

(
1
九
三
七
年
)
二
万

二
十
四
日
忙
中
政
合
を
通
過
し
た

｢
改
組
中
央
銀
行
法
案
｣
は
立
法
院
の
審
議
に
回
附
さ
れ

民間棟募集の 飴地につきでは中央銀布達第七 樵の規定 がii)為O
顔.軌 中央鉱行技,第六伐,第七修,修止中 火娯行浮 草黙許八僻一第十 丘
イ髭｡
参照,中央銀行法,第八候,第九候,第十一保,第十 二倣,修正中央銀行



矩
期
円
に
立
法
子
規
を
完
成
せ
ん
と
す
る
遊
び
に
至
つ
た
が
t
と
の
時
期
に
右
に
関
す
る
名
稗
上
の
修
正
が
行
は
れ
た
｡
耽
忙
中
政

倉
の
法
制
'
財
政
-
経
済
三
専
門
重
点
骨
に
お
け
る
審
査
に
普
つ
て
中
央
銀
行
法
案
は

｢
中
央
準
備
銀
行
法
草
案
｣
を
原
案
療
題
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
,
該
案
が
中
政
禽
通
過
の
節
該
行
の
名
稀
を

｢
中
央
借
備
銀
行
｣
に
改
構
さ
れ
て
ゐ
pQ
po

こ
れ
は
孔
帝
展
財

政
部
長
の
主
張
に
か
か
っ
た
も
の
な
る
由
で
あ
る
が
'

従
っ
て
港
英
名
稀
も

｢
中
央
備
備
銀
行
法
草
案
｣
に
修
改
さ
れ
た
こ
と
は

若
干
摘
出
し
た
朋
で
あ
る
｡

中
央
儒
備
銀
行
法
草
案
の
要
旨
は
同
行
の
立
場
を
超
邦
機
関
た
ら
し
む
る
を
強
化
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
｡
従
て

(
T
)

資
本
構
成
に
つ
い
て
は
p
原
某
の

1億
元
が
五
千
寓
元
に
減
額
さ
れ
て
ゐ
る
が
.
こ
れ
が
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
行
の
職
安
は
金
融
の
調

整
と
貨
幣
の
安
定
に
あ
･｡
｢
･3
て
｢
朝
市
之
朝
市
｣
の
職
務
を
悉
さ
し
む
る
に
あ
っ
て
､
皆
利
を
以
て
目
的
と
な
す
も
の
で
Li･B
い
と
す
る
｡
葺
し
資
本

過
多
な
れ
ば
甘
息
脹
利
に
ろ
利
息
閃
渚
の
頬
が
骨
加
し
'
却
r
同
行
の
覚
増
を
如
克
せ
し
め
.
札
同
行
の
収
受
す
る
托
J1.-1
貯
金
も
巨
紙
に
謹
す
る
に

基
が
百
分
の
六
十
で
あ
る
.
資
本
金

五
千

撃
花
を
五
十
歳
糠
と
す
る
か
ら
骨
牌
は
二
十
蒋
棟
で
あ
っ
て
圃
児
政
輝
の
引
受
購
入
で
あ
-
.
商
肢
は
中

敷
即
ち
十
五
南
棟
は
支
那
の
銀
践
業
群
皆
の
法
人
の
引
受
晴
人
で
あ
-
'
戎
-
年
数
打
ち
十
五
高
枕
が

一
般
民
間
の
出
資
に
供
っ
-
の
と
す
る
｡

(
二
)

組
織
に
つ
い
て
は
.
理
事
骨
に
つ
き
で
は
先
の
修
正
草
案
の
十
七
名
が

十

一
名
と
な
っ
て
､

政
府
側
を
玉
名
と
し
残
り

六
名
は
銀
行
側
三

名
p

i
般
株
主
側
三
名
と
し
理
事
骨
構
成
の
不
均
衡
を
補
正
し
た
.
監
事
骨
に
つ
N
,T
は
修
正
某
の
七
名
が
六
名
と
な
･E1.
政
府
側
を
四
名
と
し
残

2

-
二
名
を
銀
行
側

7
般
株
主
側
の
選
出
と
す
.
倍
絶
我
は
専
任
に
し
て
'
後
視
の
如
-
衆
職
す
る
を
得
ず
と
し
た
る
も
の

の

如
く
で
あ
る
｡

(三
)

待
機
と
し
て
は
法
幣
及
開
金
券
を
曹
布
す
る
の
唯

T
な
る
特
欄
空
事
有
せ
し
む
る
も
の
と
す
る
が
'
密
行
街
及
び
嘩
備
照
を
頚
-
見

合
公
開

と
し
以

て
接
衝
信
用
の
保
障
と
す
｡

右
の
如
き
に
要
旨
を
置
き
金
融
中
枢
機
関
と
し
て
の
立
場
を
確
保
せ
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
此
の
外
左
の
要
鮎
が
億
へ

ら
れ
て
ゐ
る
｡

韓草案,第二十六候-第三十一一順0
21) 参照,中央銀行法,第十像,鮮 ｢王侯,修正中央銀行法草案.第三十二価

一第三十六価｡
22) 参照,修正中央銀 行草巣,第Etq-.E一二億一第四十八傭o
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支
那
銀
布
制
度
の
調
堪

第

t
懸

四
七
円

第
二
肪

1
八
六

(
1
)

中
央
値
備
敢
行
は
絶
行
を
首
都
(即
ち
南
京
)
に
置
-
O
但
し
本
法
施
行
後
五
年
間
は
暫
時
上
拓
に
軌.dE
-
る
を
椿
｡

(
二
)

統
裁
1
名
副
組
裁

1
名
を
置
-
｡
理
事
骨
が
理
事
中
よ
-
そ
れ
ぞ
れ
二
名
を
推
定
し
'
株
主
組
骨
の
進
歩
を
経
て
国
展
政
府
の
認
可
を
申
請

し
て
任
命
す
O
任
期
は
五
年
と
す
｡
娩
出

.
副
親
裁
は
中
央
又
は
地
方
官
吏
或
は
金
離
籍
の
磁
路
を
叙
任
す
る
を
経
ず
｡

(
三
)

理
事
骨
は
既
に
分
行
設
社
の
垂
机
上
重
葵
地
鮎
に
'
諮
諏
姿
見
骨
を
輔
擬
に
訣
-
る
を
帖
｡
謂
申
要
員
L13
:は
詰
地
金
融
帖
形
及
拭
用
す
べ
き

業
務
方
針
を
慣
障
甥
素
食
に
報
せ
す
べ.L
e

(
四
)

同
行
は
中
央
偶
俳
銀
行
株
公
祁
旅
和
校
町
年
,3
i
に
博
.P
ii
W

｣ハLl訂
一lT
.小
出血

ーI
l
ー
ノ｣｢
(
ヅヽ】

博
を
以
て
之
に
代
へ
る
も
の
IJ寸

C
囲
み
に
同
行
の
敢
行
準
備
は
三
割
五
分
と
な
つ
で
ゐ
る
か
ら
前
制
の
修
正
草
案
の
六
割
に
此
し
減
構
さ
れ
て
ゐ

7)
,

る
が
準
備
内
容
へ
の
考
慮
を
誹
ひ
て
補
強
し
た
る
も
の
め
-
と
云
ふ

.

こ
の
中
央
備
備
銀
行
法
草
案
は
民
国
二
十
六
年
｣ハ
月
二
十
五
日
立
法
院
秘
額
骨
誌
を
通
過
し
て
居
-
､
新
銀
行
と
し
て
幣
制
改
革

即

時
の
孝
明
に
従
っ
て
そ
の
二
年
後
た
る
二
十
六
年
十

1
月
一初
に
F
.
硯
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
情
勢
に
ま
で
到
達
し
た
.
然
る
に
中

央
儒
備
銀
行
は
結
局
賛
硯
を
見
な
か
つ

た
が
､
現
行
の
中
央
銀
行
を
中
心
と
し
て
の
国
民
政
府
系
銀
行
に
よ
る
銀
行
界
敢
行
の
統
節

米
は
幣
制
改
革
の
前
後
の
比
較
に
お
い
て
は
剖
目
せ
し
む
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
如
-
で
あ
る
.

中
央
銀
行
を
中
程
と
す
る
複
券
事
項
に
就
て
は
国
民
政
府
は
民
国
十
七
年

(
l
九
二
八
年
)
十

一
月
中
央
銀
行
党
換
舞
茸
程
を
公
布

し
て
中
央
銀
行
党
換
穿
敢
行
に
て
重
要
視
の
現
れ
を

不
す
所
が
あ
つ
た
が
t
と
の
中
央
銀
行
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
は
未
解
決
の
ま
ま

3

持
越
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'夜
行
券
集
中
は
重
宴
な
る
課
題
と
な
っ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
｡
之
に
伴
ふ
準
備

の
公
開
'
準
備
の
集
中
に

就
て
も
現
有
の
中
央
鈍
行
創
設
の
頃
よ
-
法
規
上
に
は
劃
期
的
な
る
鞘
語
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
'
従
前
に
於
て
は
之
が
賛
辞

を
教
場
し
得
ざ
る
所
で
あ
っ
た
o
中
央
銀
行
に
よ
る
銀
行
券
数
行
権
の
澗
占
､
準
備
の
中
央
集
中
並
に
国
庫
及
び
国
営
事
業
の
金
銭

出
納
の
経
理
の
如
き
特
椎
を
享
有
し
た
る
法
規
は
備
は
れ
る
も
JJ
れ
が
賓
願
を
件
は
ざ
る
た
め
'
列
国
の
有
す
る
近
代
中
央
銀
行
的

宮下忠雄,支那'RTi解剖原給,P･671煎伴協骨,支那幣制故等の鼠願,P･511
中央儲備銀行の簡辞 としでは中央銀行を使用すること､ゝTiLつTゐ1こo
民国二十五年八月- 目礼前件朗政部長財政報告書,中温配料,幣革後の支
那財政,P.35.



存
在
は
賛
現
し
得
な
か
っ
た
｡
併
し
乍
ら
こ
の
種
の
統
蹄
筒
は
爾
後
に
於
て
神
韻
襟
加
さ
れ
た
る
も
の
を
見
る
を
得
る
の
で
あ
る
｡

2.

民
国
二
十
1
年

二

九
二三

年
)
の
銀
行
食
A
J穿
韓
行
税
漁
の
施
行
が
饗
券
銀
行
に
封
す
る
牽
制
た
ら
し
め
得
べ
き
も
の
と
せ
ぼ
'

民
国
二
十
四
年

(
7
九
三
式
年
)
の
中
央
銀
行
の
免
換
算
に
封
す
る
免
換
算
発
行
税
の
免
除
は
中
央
銀
行
の
免
換
弁
奇
行
に
つ
い
て
の

推
進
的
措
定
と
い
ふ
む
得
る
の
で
あ
る
.
こ
の
種
の
積
極
的
工
作
と
し
て
は
中
央
銀
行
は
そ
の
創
設
の
軍
初
よ
り
同
行
券
を
し
て
支

那
紙
幣
の
分
慣
喪
行
制
な
る
地
域
的
制
約
か
ら
晩
却
せ
し
む
る
こ
と
と
し
､同
行
弁
を

1
律
允
襖
と
L
t
低
域
を
分
た
す
忙
重
囲

山
律

T=.

通
用
と
す
る
如
き
態
度
に
出
P

.同

行
券
の
流
通
面
を
瑛
大
す
る
と
共
に
蓉
行
数
節
の
促
進
に
賛
せ
し
め
た
も
の
で
は
あ
つ
た
が
'
と

こ
に
民
団
二
十
四
年
春
の
金
融
統
制
'
更
に
同
牢
十

一
月
三
日
の
新
貨
幣
政
策
の
茸
箱
は
中
央
'
中
園
'
交
通
銀
行
の
免
換
算
硬
行

額
を
鼎
進
せ
し
む
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

p-ー

中
国
農
民
鈍
行
の
刷
新

簡
制
改
革
賛
施
後
の
国
民
政
府
の
法
幣
政
党
は
金
融
統
制
と
並
行
し
て
進
展
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
4
'は
勿
論
で
あ
る
が
.

と
の
角
度
の
進
展
に
関
し
て
は
中
国
農
民
銀
行
の
蟹
行
券
に
つ
い
て
解
れ
て
置
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
O

中
国
農
民
銀
行
は
艮
圃
二
十
二
年

(
一
九
三
三
年
)
四
月

丁
日
渡
口
に
誕
生
し
､

公
桐
資
本

1
千
草
冗
(i==
朝
の
捌
堅

面

五
十
撃

Rj

な
り
し
官
商
合
鯛
の
特
許
銀
行
で
あ
っ
た
.
領
(湖
南
)'
郡
(湖
北
)､
蹟
(安
敬
)~
#
(江
頂
)四
省
巣
民
銀
行
と
稀

し
､
琴

部
･
A
Ef三

省
劉
匪
組
司
令
部
の
特
許
に
よ
-
た
る
農
業
銀
行
で
あ
っ
て
'
四
省
を
流
通
低
域
と
し
た
る
紙
幣
驚
行
植
空

手
有
し
て
ゐ
た
も
の
で

あ
っ
た
.
こ
の
四
省
農
民
銀
行
が
圃
民
政
符
よ
-
特
許
さ
れ
た
る
農
業
銀
行
と
な
-
中
国
島
民
銀
行
な
る
名
栴
と
な
-
た
る
は
民
国

支
那
銀
布
制
度
の
調
整

策

丁
巷

四
七
五

第

二
折

T
八
七

中央銀行華程,第四茸,弟 十三は｡
中央儲備銀行法 草案内容,銀行凋軌 第二十一番第十三期
国内妥間,P.7-8.前掲,支那もL喜_幣制度論,PPI69-70･



支
部
銀
行
制
度
の
調
整

第

一
審

四
七
六

第

二
親

t
八
八

二
十
四
年

(
1
九
三
五
年
)
六
月
四
日
国
民
政
府
公
布
の
中
国
農
民
銀
行
保
例
に
よ
る
の
で
あ
る
｡

中
国
農
民
銀
行
慣
例
第

l
候
に
よ
れ
ば

｢
中
国
農
民
銀
行
経
国
民
政
府
之
特
許
､
属
供
給
濃
尾
資
金
'
復
興
農
村
経
済
､
促
進
農

業
生
産
之
政
見
退
歩
~
供
照
股
伶
有
限
公
司
之
組
織
設
立
之
｣
と
あ
り
-
農
民
資
金
の
供
給
､
島
村
澄
瀬
の
復
興
p
農
業
生
産
の
改

良
進
捗
を
偵
進

す
べ
き
設
立
理
由
を
布
す
る
も
の
で
あ
る
O

同
行
の
資
本
構
成
は
賛
水
練
耕
恕

iI
千
草
lFiと
し
､
十
鰐
株
に
分
ち
r
こ
濁
五
千
株
は
財
政
部
の
引
数
で
あ
-
(.弗
の
餅
社
各
瑠
両
政i:.

府
並
竺

般
民
間
の
出
資
に
侠
つ
も
の
と
し
て
ゐ
る
｡
因
み
に
民
国
二
十
四
年
末
の
梯
込
紙
裸
は
七
雪

1+
革
冗
で
か
つ
た
と
S
A
.

'[f

同
行
の
営
業
範
囲
は
堅

止
理
由
に
徹
し
て
白
ら
特
殊
業
務
に
従
事
す
る
も
の
な
る
は
明
ら
か
で
あ
る
が

'

特
権
と
し
て
免
換
券
と
農

業
債
券
の
敢
行
椎
が
賦
興
さ
れ
て
居
‰

そ
の
夜
行
兜
襖
算
は
従
来
の
四
省
内
を
流
通
値
域
と
し
た
る
も
の
よ
-
も
流
通
圏
を
挽
張

し
た
の
で
あ
る
o

更
に
二
十
五
年

一
月
二
十
日
よ
-
は
中
央
'中
国
'交
通
三
夜
行
銀
行
と
共
に
法
幣
硬
行
銀
行
た
る
に
至
っ
た
｡
元
璽

l十
四
年
十

T
月
の
幣
制
改
革
は
法
幣
の
蔑
行
を
中
央
.
中
国
'
交
通
の
L二
銀
行
に
限
定
し
'
其
他
後
券
銀
行
の
費
行
券
は
比
後
高
を
限
度
と
し

て
垂
簾
停
止
と
な
-
'
既
発
分
は
漸
次
回
収
せ
ら
れ
､
敢
行
準
備
金
は
費
行
準
備
管
理
安
貞
倉
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
を
璽

剛
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
O
然
る
に
二
十
五
年
に
至
り
中
国
農
民
銀
行
は
五
千
革
冗
の
土
地
拭
営
貸
付
並
に
農
村
貸
付
を
行
ふ
を
僕
件
･V
し
て

4
億
元
を
限
-
と
の
紙
幣
襲
行
槽
を
得
て
'
中
'
申
~
交
の
三
銀
行
の
蔑
行
権
と
同
様
に
津
貸
た
る
を
得
た
の
で
あ
る
0
中
国
農
民

銀
行
は
そ
の
堅

止
に
軍
事
要
員
骨
を
背
景
と
し
た
る
も
の
で
あ
-
'
そ
れ
に
繰
由
し
て
紙
筒
の
埠
襲
傾
向
に
あ
-
'
然
も
本
来
の
使

命
と
す
べ
き
農
村
貸
付
の
不
風
滑
等
倖
え
ら
れ
､
降
っ
て
同
年
二
月
二
十
二
日
に
は
財
政
部
は
中
国
農
民
銀
行
に
射
し
て
'
敬
券
規

蒼 実貫き 箪垂謂 娼 壷墨壷豊実
29) 轟照,前視解革後の支那財政,PP.3-4,P.35.
30) 中央銀行候例,第五候第一項,第十三候,中央駅一行見換歩孝枝･第六僚･
31) 中央銀行免換舞茸程,第六俵｡ 32) 中央銀行横側,弗十四依.



定
の
遵
守
と
農
村
貸
付
の
督
促
を
内
容
と
し
た
通
せ
文
を
蚤
し
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
財
政
部
令
に
よ
-
'
中
国
農
民
銀
行
専
行
算

に
つ
い
て
は
費
行
準
備
管
理
要
点
に
お
い
て
そ
の
聾
行
準
備
金
の
保
管
'
蓉
行
額
及
び
準
備
金
崩
.の
検
蚕
公
昔
を
行
ふ
こ
と
'
而
し

て
夜
行
屈
域
は
'
桑
葉
重
要
地
方
及
び
達
境
の
省
屈
に
重
き
を
奄
-
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
｡

中
国
農
民
銀
行
の
法
幣
聾
行
銀
行
と
し
て
の
参
加
は
形
式
的
に
は
聾
行
券
の
統
掃
策
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
-
､
幣
制
改
革
の
造

翰
に
お
い
で
は
大
き
な
修
正
で
あ
っ
た
.
允
も
爾
後
の
中
国
蔑
民
銀
行
の
蟹
券
事
情
は

1L
舵
の
親
藩
を
蓑
-
'
幣
制
の
前
途
に
暗
影

さ
へ
投
じ
た
も
の
で
あ
り
､
二
十
五
年
二
月
の
財
政
部
の
遺
骨
文
の
如
き
が
襲
せ
ら
れ
た
程
で
あ
る
｡
中
国
農
民
銀
行
は
右
通
告
に
ょ

り
同
行
の
許
可
せ
ら
れ
た
る
特
別
紙
幣
覆
行
額

1
億
元
の
超
過
額
に
つ
い
て
こ
れ
が
禰
逢
策
と
し
て
三
千
草

花
神
助
紙
幣
増
加
費
行

認
可
を
繰
る
見
解
の
相
違
が
置
屋
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
か
か
る
中
圃
農
民
銀
行
を
法
幣
礁
行
銀
行
と
し
て
包
摘
し
た
る
と
と
は

過
の
如
-
で
あ
る
O
さ
れ
ば
同
行
の
背
景
と
す
る
紙
幣
埼
教
の
蹄
-
醍
-
､
又
こ
の
軍
事
的
立
場
が
張
力
な
る
眠
り
'貸
簡
金
融
統
制

上
に
疑
問
硯
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
.
中
国
農
民
銀
行
は
妻
券
銀
行
と
し
て
は
如
上
の
疑
惑
を
受
け
､
臭
覚
銀
行
と
し
て
は
積
極
性
を

炊
い
で
ゐ
た
が
'
国
民
政
府
と
し
て
は
政
府
系
銀
行
と
し
て
四
銀
行
を
以
て
絡
封
的
忙
夜
行
額
を
寒
中
に
牧
め
ん
と
す
る
所
以
を
求

む
る
と
せ
ば
中
国
頻
民
銀
行
に
つ
い
て
は
攻
の
観
鮎
に
注
疏
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
か
と
思
は
れ
る
｡
即
ち
各
省
市
立
銀
行
の
畿
行

弁
回
収
に
つ
い
て
中
国
農
民
銀
行
の
新
紙
幣
を
以
て
す
る
分
野
こ
れ
で
あ
っ
て
､
昔
時
晩
に
漸
江
省
銀
行
の
貴
行
券
は
こ
の
方
法
に

ょ
る
回
収
で
あ
っ
た
と
い
は
れ
る
｡
併
し
乍
ら
支
部
の
貸
懲
金
融
統
制

へ
の
要
請
は
平
常
時
的
見
地
に
お
い
て
果
さ
れ
ん
と
す
る
も

の
に
と
ど
ま
ら
す
､
事
態
は
既
に
非
常
時
経
済
鱈
制
の
編
成
に
蕎
進
し
っ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
-
'
既
に
問
題
の
重
鮎
は
こ
こ
ま
で
引

支
那
銀
行
制
度
の
調
整

第

1
番

四
七
七

第

二
統

一
八
九

民国二十年八月 一口国民政府,/土rrl,二十一年十月こ け L'EI修正公布o

冨書霊宝鮎 菅童話 こ警 il;?)' 報 賞富鉱 蔑計 数 候｡
中国農長銀市債例,弟六億-婦一十僻｡



支
那
銀
行
別
度
の
調
整

上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
D

五

省
市

立
銀
行
及
農

工
銀
行
の
補
強

第

7
番

四
七
八

第
二
拭

t
九
〇

申
開
農
民
銀
行
の
法
幣
&
l行
鈍
行
と
し
て
の
参
加
に
掛
幣
郡
上
の
輔
弼
工
作
社
見
る
立
場
に
お
い
て
各
省
市
立
銀
行
の
食
襖
算
畿

行
の
統

山
の
役
割
作
関
れ
る
.LiT
が
あ
｢′た
が
｡
此
の
校
の
削
同
に
お
汁
も
先
駆
的
の
も
の
･,J
L
'!J
は
譜
に
潤
IQ
べ
き
必
部
が
あ
る
｡

財
政
部
は
各
省
の
食
襖
弁
夜
行
を
統

一
す
べ
-
ー
各
省
叉
は
地
方
銀
行
の
大
村
銀
行
券
即
ち

.I
元
及
び

.I
元
以
上
の
允
換
券
の
敬
行

橋
を
取
消
し
た
も
の
で
あ
っ
た
O
こ
れ
が
暫
行
的
措
置
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
民
国
二
十
四
年
三
月
辞
布
の

｢
設
立
省
銀
行

或
地
方
銀
行
及
領
用
或
敦
行
免
換
算
智
行
耕
法
｣
で
あ
る
｡
本
耕
法
は
第

一
僕

｢
省
鈍
行
或
地
方
銀
行
之
設
立
臆
依
法
呈
鰐
財
政
部

核
准
註
冊
｣
と
し
て
省
銀
行
或
は
地
方
銀
行
の
設
立
は
法
に
よ
る
k
.要
し
'
財
政
部
の
認
可
苛
記
を
申
請
す
べ
き
も
の
と
す
る
と
共

に
聾
行
券
統
師
に
件
ふ
過
渡
的
耕
法
を
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
領
用
制
を
規
定
す
る
と
共
に
輔
簡
券
に
つ
い
て
は
農
村
金
融

調
剤
の
見
地
よ
-
暫
定
的
に
そ
の
夜
行
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
sJ
D

元
釆
省
市
立
銀
行
は
各
該
省
市
の
金
庫
を
経
理
L
t
各
該
省
市
の
財
政
金
融
を
彫
剤
す
る
に
最
も
便
利
な
る
方
法
と
し
て
省
市
銀

行
の
設
立
が
行
ほ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
.
こ
の
種
銀
行
の
紙
幣
敢
行
に
つ
き
て
は
そ
の
積
弊
に
鑑
み
こ
れ
が
矯
正
に
粟
化
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
'
省
市
立
銀
行
そ
の
も
の
は
進
展
の
跡
を
印
し
て
ゐ
る
.
蓋
し
社
食
経
済
上
の
閥
聯
に
お
い
て
内
地
賓
金
を
円
地
利
相

す
る
に
有
利
性
を
要
因
と
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
｡
即
ち
省
市
立
銀
行
分
行
の
推
唐
が
果
し
て
社
食
経
済
の
賛
展
に
よ
る
建
設
に
よ
る

と
す
る
に
お
い
で
は
'中
央
銀
行
乃
至
特
殊
銀
行
の
補
助
と
な
る
の
み
な
ら
ず
､該
省
市
の
准
碑
達
設
に
有
利
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

中圃農民飽行陳例,弟十一快～第十二候｡
二 月七日ともいふ｡東洋協骨,支那鰭制改革の回朗,P.53･
日本艶行調査局,港外幣原棄報'昭和十二苧三月'l=bP∴之50～254･

前場,支那幣制改革の回顧,PP.53-54.

LIJrl
､



た
が
'
中
央
銀
行
乃
至
特
殊
銀
行
が
財
政
上
の
重
塵
を
受
け
腰
な
支
那
に
あ
つ
て
は
'
省
市
立
銀
行
が
此
の
環
の
宿
弊
よ
り
全
然
脱

し
樽
る
か
は
庚
感
の
か
か
る
所
で
あ
っ
た
.
事
蟹
前
後
の
省
市
立
銀
行
は
雄
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
方

面
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
O
事
轡
更
生
後
夫
だ
戦
闘
地
屈
と
な
ら
ざ
る
省
域
の
地
位
が
磯
節
に
比
較
し
て
重
要
性
を
増
加
し
た
る
JJ
と

即
ち
統
合
経
済
機
構
が
奨
蒔
し
､
省
市
立
銀
行
が
環
境
即
魔
の
た
め
に
普
請
省
域
に
お
け
る
能
力
を
増
強
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ

た
に
因
る
も
の
で
あ
る
D
他
は
こ
れ
に
開
聯
し
た
寡
某
の
事
情
で
あ
る
が
'
寄
嘩
覆
生
後
､
金
融
緊
縮
し
､
然
も
商
業
備
蓄
鈍
行
は

資
金
保
全
の
た
め
に
貸
付
を
緊
縮
し
､
或
は
蓮
に
分

支
行
を
撤
贋
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
-
､
中
央
銀
行
乃
至
特
殊
銀
行
は
そ
の
力

量
の
及
ぼ
ざ
る
所
が
あ
-
.
こ
こ
に
お
い
て
省
市
立
銀
行
の
金
融
救
済
に
支
持
を
仰
が
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
O
と

の
二
原
因
の
結
果
と
し
て
省
市
立
銀
行
の
分
支
行
虞
の
頒
張
が
行
は
れ
た
と
い
ふ
が
､
同
時
に
職
率
の
立
場
か
ら
見
て
佃

一
価
の
重

野
鼠
封
･lJ
riJ
Jn
昌
弘
の
は
博
聞
の
強
撃
k
.牧
欄
し
て
以
.r
r戦
時
捌
外
順
消
力
の
.梢
韻
に
偶
す
る
.IJ
JJ
の
だ
め
に
恥
t.
中
央
純
絹
乃
7Lq7i

特
妹
銀
行

の
分
克
行
教
設
立
す
る
の
必
要
な
き
稚
城
に
あ
つ
て
は
省
市
立
餌
行
の
協
力
に
侠
つ
の
必
要
か
ら
t
と
の
群
鈍
行
の
増
設

を
な
さ
し
め
し
原
因
が
淑
上
げ
ら
れ
る
D

省
市
立
銀
行
と
し
て
の
新
設
は
二
十
六
午
四
月
磨
定
に
設
立
､
八
月
開
業
の
西
旋
省
鈍
行

(資
本
二
十
五
琴
刀
)
が
あ
㌍

省
市
立
銀

行
と
し
て
の
菜
韓
絹
張
は
二
十
六
年
七
月
桂
林
を
本
行
と
す
る
磨
西
銀
行
の
備
蓄
部
'
二
十
七
年
四
月
駅
州
む
本
場
と
す
る
騎
束
省

銀
行
の
農
貸
部
'
同
年
八
月
.hB
州
を
本
楯
と
す
る
両
建
省
銀
行
の
農
貸
部
の
損
張
が
あ
る
O
軍

1+
七
年

1
月
床
束
省
銀
行
は
林
業
銀

行
と
.
同
年
二
月
床
束
賛
業
銀
行
と
合
併
し
た
(資
本
一
千
五
官
軍
R
).
こ
れ
過
去
に
お
け
る
銀
行
合
併
が
通
商
埠
地
商
業
偶
等
銀
行

の
そ
れ
に
お
い
て
行
は
れ
る
傾
向
な
-
し
も
の
が
､
戦
時
に
あ
-
て
の
省
銀
行
の
そ
れ
に
お
い
て
の
傾
向

へ
移
行
せ
し
も
の
の
例
置

支
那
銀
行
制
度
の
調
亜

第

1
巻

四
七
九

軍

I戟

1
九

一

43) 設立者銀行或地方鑑行及霜月或僚行先換券暫行が津.第二憤～第九候0
44) 同撞,第九備-第十二億｡
44) 盛某健,戦時中国銀行業動限.財政詳論.第一着第-L汲,P.170,P･178,

P.186.



支
那
銀
行

制
度
の
調
整

と
さ
れ

た
る

所
で

あ
る
｡

第

1
巻

四
八
〇

第
二
班

1
九
二

農

工
銀
行
の
推
移
に
つ
い
て
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
現
象
が
あ
る
.
農
工
銀
行
の
支
那
銀
行
に
占
む
る
地
位
は
維
行
の
比
率

に
お
い
て
は
商
業
備
蓄
銀
行
に
つ
ぎ
緯
二
位
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
民
国
二
+
1
7年
以
来
の
農
村
復
興
に
つ
い
て
の
措
置
が
農
民
銀
行

の
創
設
を
刺
激
し
た
と
説
明
LnU
れ
る
朋
に
符
合
す
る
o
こ
れ
が
代
走
的
存
在
と
し
て
は
中
国
農
民
銀
行
で
あ
-
.
こ
れ
に
閲
し
て
は

朝
75iqL
カ
と
,･J
ろ
で
あ
る
が
F新
設
た
し
て
は
二
十
六
.牛

山
月
桂
柿
に
賦
lfJ
鮭
艮
銀
行

(手
本
三
日
撃
.R
IJ
が
紋
窟
さ
れ
.･tJ
ゐ
右
｡勝
田

農
民
銀
行
は
廉
西
銀
行
農
村
経
済
部
を
改
組
し
た
る
も
の
で
あ
る
が
'
改
組
の
理
由
は
省
銀
行
の
業
務
が
商
工
業
貸
付
に
侶
重
し
て

基
業
方
面
に
封
し
て
は
賓
力
不
足
な
-
L
に
よ
-
'
島
民
銀
行
を
設
立
し
て
農
村
挺
解
と
農
民
生
産
に
そ
の
使
命
を
襲
揚
せ
し
め
ん

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
戦
時
下
支
部
の
銀
行
に
あ
つ
て
は
省
市
立
銀
行
の
役
割
に
1
管
し
た
所
は
農
工
銀
行
と
の
開
聯
に
お
い
て

更
に
明
確
と
な
る
の
で
あ
り
'
新
設
傾
向
に
お
い
て
も
合
併
傾
向
に
お
い
て
も
重
鮎
は
商
柴
備
蓄
銀
行
よ
-
こ
の
種
の
銀
行
に
移
行

し
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
｡

農
工
銀
行
と
の
閲
聯
忙
お
い
て
更
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
蓑
本
局
の
設
置
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
鼻
糞
閲
策
の
張
調
の
下

に
民
国
二
十
五
年

(
l
九
三
六
年
)
六
月
十
五
日
鼻
本
局
組
織
葦
程
を
公
布
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
.
こ
れ
と
貴
民
銀
行
と
の
共
同
工

作
を
な
さ
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
慰

僧
兵
本
局
そ
れ
自
髄
の
構
成
に
お
け
る
快
格
も
指
摘
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
･
こ
こ
で
は
省

Ⅵ

略
す
る
.

大
商
業
儲
蓄
銀
行
の
改
暦

46) 前端,財政評論,第一管帯一駅,P･178･ 西廉省敢行は国庫省建設要点合
の設置 にかかる｡創設の動機は同骨西東金俄調整案lこEi茄ものであ b,同
省唯一にして最初の金敵機隣であ り,同省紅曾雛帝0)寮贋上意義昔丁=滞 き
もの とする｡



支
部
の
銀
行
は
概
し
て
資
本
が
小
額
で
あ
る
.
元
木
銀
行
の
設
立
に
は
投
機
的
原
因
が
多
分
に
作
用
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
~
支
那
銀
行
の
襲
展
策
を
分
工
合
作
に
正
造
を
求
め
ん
と
せ
ぽ
必
然
賓
力
不
足
'
基
礎
施
軍

曹
業
不
定
な
る
も
の
に
つ
い
て
は

こ
れ
が
改
鰭
の
要
に
迫
ら
れ
る
諸
で
あ
っ
た
O
殊
に
新
通
貨
政
策
賛
施
後
は
群
小
銀
行
の
介
在
の
飴
地
を
狭
小
た
ら
し
め
た
も
の
で

あ
る
か
ら
弱
小
銀
行
の
垂
理
に
軸
率
か
け
ら
れ
た
講
で
あ
る
.
従
て
幣
制
改
革
後
の
支
部
銀
行
の
設
立
数
字
は
急
諸
過
程
を

不
し
た

も
の
で
あ
る
が
t
と
-
わ
け
特
殊
使
命
を
持
た
ぎ
る

i
B
.銀
行
に
虫
い
て
は
そ
の
傾
向
が
強
く
顕
れ
て
ゐ
る
0
僅
か
に
民
国
二
十
六
年

二
月
長
抄
に
設
立
さ
れ
た
る
大
林
心摘
発
銀
行

(洋
本
五
十
革
刀
)
が
あ
-
ー
同
年
九
月
に
重
促
に
設
置
の
川
庚
平
民
銀
行

(資
本
三
首
寓

元
)
が
あ
-
.
二
十
七
年

.[
月
に
重
度
に
和
成
銀
行

壷

本
六
十
屯
lR
)
が
創
設
さ
れ
て
ゐ
る
o
=華
甲
.川
康
平
民
銀
行
は
川
厨
殖
業
~

a

重
煙
平
民
'
nE3T川
商
米
銀
行
の
改
組
聯
合
で
あ
JJ
.

次
に
端
緒
鴻
張
に
お
い
て
-iJ
軒
i=

.

■
.ト
L
L
..
二
十
7/
中

山
iiiJ四
行
愉
帯
留
′信
託
部

山
羊
HilEFU

閏
年
同
村
紅
紫
琴
れ
ハ供
託
堅

千
野
dg
).

同
年
七
月
四
明
銀
行
(信
託
部
五
十
琴
R
)1.

同
年
同
月
中
国
銀
行
(信
託
部
五
十
寧
R
)'

同
年
同
月
中
甫
銀
行

(信
託
部
五
十
撃
R
)
の
何

れ
も
が
信
託
部
の
旗
張
を
行
っ
て
ゐ
る
が
.
信
託
部
の
設
立
は
複
雑
な
る
社
食
経
済
機
構
に
適
麿
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
'
社
食

経
済
の
情
勢
郎
腰
の
産
物
と
す
る
の
で
あ
る
LD
就
中
四
明
銀
行
･
中
国
茸
業
銀
行
は
中
組
通
商
銀
行
と
共
に
二
十
六
年
二
月
改
組
増

資
さ
れ
て
出
賓
に
財
政
部
が
大
多
数
の
持
株
割
合
を
以
て
進
出
す
る
所
と
な
-
r.
JJ
こ
に
も
嘗
囲
民
政
府
の
金
融
支
配
の
増
張
が
加

叫

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

営
業
合
併
の
も
の
と
し
て
は
静
椙
の
二
十
六
年
九
月
川
廉
平
民
商
糞
銀
行
が
あ
-
'
そ
れ
よ
-
少
し
早
-
ー
二
十
五
年
十

一
月
に

中
継
銀
行
と
江
新
銀
行
と
が
合
併
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
が
.
概
し
て
未
だ
積
極
的
な
る
進
展
を
亦
し
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
.
事

支
部
銀
行
制
度
の
調
整

第

1
番

四

八
1

第

二
軟

1
九
三

前格,財政評論,罪-着第-一駅,]PP177ノ-179.
前鴇,財政評論.第一巻第--軌 ]E)]78･
前端,財 政評論,第一審第-一親,P･]79･
前端,励政評論,第一期第一一弘 P.]90.



支
那
銀
行
制
度
の
調
整

昇

一
懸

四
八
二

第
二
既

1
九
四

壁
蘭
と
事
饗
後
で
は
こ
の
種
傾
向
の
濃
淡
に
つ
い
て
は
既
述
の
如
k
u.も
の
が
あ
り
'

商
業
偶
蓄
銀
行
の
合
併
は
械
-
'

然
も
停
柴
或

は
清
算
に
入
れ
る
銀
行
は
聖

丁
は
僅
少
で
は
あ
る
が
こ
の
櫨
銀
行
の
み
に
か
か
れ
る
も
の
の
如
く
で
あ
99
-a

元
来
銀
行
業
務
の
充
昔
､礁
展
の
残
に
合
併
乃
至
聯
令
に
よ
る
方
途
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
-
､
そ
の
目
的
に
副
ふ
て
合
併
乃
至
聯
合

に
よ
る
も
の
の
外
'
増
資
可
能
な
る
も
の
は
鳩
目
に
増
菜
の
途
に
出
る
は
常
然
の
傾
向
で
あ
る
｡
併
し
乍
ら
相
賀
吾
早
洞
に
智
行
し
樽

施
lYj
TIL
耕
カ
バ
1iSr
J

.も
=
Lの
如
-
準
附
の
増
耽
塾
:E=と
し
.Tj
は
中
甜
過
納
.中
開
箕
棚ttI.
E
I咽
蛇
行
〔何
日
も
咽
讃
梢
ETi頂
革
lR
)1.
m
故

に

果
興
誠
(増
賀
後

二
盲
寧
R
jr
四
川
兼
題
(増
資
後
二
着
琴
.R).
江
拓
銀
行
(樹
賛
後
百
五
十
革
1R
)･N
な
っ
て
お
る
が
t

的
軍

二
行
は
駄

辺

の
如
-
政
府
資
本
の
参
加
で
あ
-
'
民
国
二
十
六
年
二
月
二
十
七
日
の
財
政
部
の
進
出
に
rLl
る
改
組
坤
賓
で
あ
-
'
後
者
三
行
は
臨

時
株
主
絶
食
の
決
議
に
よ
る
資
本
増
加
で
あ
る
｡
佃
事
整
復
に
お
い
て
ほ
､
四
川
省
銀
行
の
槍
賓
が
侍
は
つ
て
ゐ
る
が
.
そ
の
増
資

17

薪
不
評
で
あ
る
｡

商
巣
備
蓄
銀
行
の
驚
異
は
農
工
銀
行
及
び
塞
業
銀
行
の
語
展
と
同
じ
く

大
概
は
そ
の
穂
行
を
上
海
に
祷
つ
も
の
で
あ
っ
て
'
賓

:'J

本
堆
厚
の
数
行
に
お
い
て
硬
展
を
見
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ

.

こ
こ
に
同
列
に
掲
げ
ら
れ
た
る
農
工
銀
行
に
つ
い
て
は
疑
義
が

あ
る
が

1
度
こ
の
ま
ま
取
扱
ふ
と
し
て
も
次
の
鮎
を
直
ち
に
併
立
し
て
考
へ
な
-
て
は
な
ら
な
い
〇

七

重

鮎

の

移

行

新
貨
幣
政
策
寛
滝
後
更
に
事
轡
に
入
-
て
以
降
は
支
部
の
銀
行
を
携
っ
て
の
改
革
の
趨
勢
は
如
上
の
推
移
に
お
い
て
も
牌
知
す
る

こ
と
が
出
奔
た
が
'
こ
れ
が
詳
細
は
他
日
具
髄
的
経
過
記
録
に
上
っ
て
補
ふ
こ
と
と
し
た
い
｡
こ
こ
で
は
と
れ
等
の
襲
韓
に
つ
い
て

昭和十一年十月帆 IP]コL.1072-1080.
PP.177.-178.
P.178.
P.187,

報
戟
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出

粟
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そ
の
重
鮎
の
移
行
を
先
づ
見
る
に
攻
の
順
位
を

1
慮
参
照
す
る
こ
と
が
出
来
る
o

事
壁
直
前
の
大
勢
は
絶
行
数
字
か
ら
は
商
業
備
蓄
銀
行
が
第

一
位
で
あ
-
'
農
工
銀
行
が
第
二
位
~
省
市
立
銀
行
が
第
二
在

と
な

っ
て
居
-
'
分
行
数
字
か
ら
は
中
央
及
特
許
銀
行
が
弟

一
位
で
あ
-
､
次
位
は
商
業
備
蓄
銀
行
乃
至
省
市
立
銀
行
が
前
後
し
た
数
字

を
持
っ
て
ゐ
る
.
こ
れ
は
中
央
銀
行
及
特
許
銀
行
並
に
省
市
立
銀
行
の
聯
紫
を
国
家
貸
惰
金
融
政
策
上

1
贈
性
に
お
い
て
の
連
行
を

可
能
と
す
る
に
お
い
て
は
'
そ
の
尊
属
状
態
は
大
き
-
周還

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
-
､
商
巣
備
蓄
銀
行
に
は
朝
勢
が
顕
れ
て
ゐ
る

わ
け
で
あ
る
.
た
だ
こ
の
数
字
に
お
い
て
は
未
だ
巣
工
銀
行
の
部
頬
が
顛
菅
な
歩
み
を
示
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
種
銀
行

の
増
加
の
必
聾
が
力
詮
さ
れ
た
る
所
以
で
あ
る
.

ILJ
れ
～LJ
等
輝
複
に
お
け
る
支
那
銀
行
業
の
分
峯
打
増
税
概
況
に
徴
す
れ
ば
攻
の
如
き
も
の
と
な
る
O
類
別
に
よ
れ
ば
中
央
及
特
許

銀
行
､
饗

爪
立
準
巧

南
米
偶
讃
鈍
行
が
夫
々
増
設
上
の
優
位
憎
を

汀
し
て
ぬ
る
が
;
析
二
者
は
城
崎
鮮
牌
社
捜
絹
と
し
な
る
JJ
･･J

は
嘗
諸
行
の
分
支
行
網
梯
張
を
地
域
的
に
反
映
す
る
朋
で
あ
-
t
分
布
地
域
は
西
南
各
省
に
輯
向
せ
る
も
の
の
如
く
で
あ
も

以
上
は
要
す
る
に
中
共
及
特
許
銀
行
と
こ
れ
が
補
助
的
存
立
た
ら
し
め
ん
と
す
る
省
市
立
銀
行
の
甥
張
'
農
工
銀
行
の
将
来
の
憩

展
を
期
し
っ
つ
ー
そ
の
重
鮎
地
域
は
奥
地
と
な
-
つ
つ
あ
る
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
.
然
も
金
融
貰
鮎
の
奥
地
移
蛸
は
必
然
の
要
求

と
す
る
朋
で
あ
る
｡
そ
の
見
方
は
上
拓
重
鮎
を
探
る
こ
と
は

｢
正
に
列
強
資
本
主
義
に
支
那
に
お
い
て
l
つ
の
高
速
度
な
る
襲
展
根

壕
地
を

給
す
る
も
の
で
あ
る
O
貰
耕
牌
淡
の
手
を
通
し
て
'
支
那
杜
骨
経
済
の
宿
弊
を
加
重
し
'
支
那
社
食
経
解
の
牛
植
民
地
性
を

増
大
す
る
と
と
と
な
久

一
切
を
列
強
資
本
主
義
の
帝
展
と
せ
し
む
る
｣
と
す
る
｡
経
て

｢
支
那
銀
行
業
が
急
速
に
奥
地
に
向
つ
て

聾
展
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
､
以
て
支
那
の
国
家
経
済
主
義
的
社
食
経
済
の
襲
展
を

促
進
し
'

列
張
の
賓
本
主
義
的
樫
穂
を
離
脱

支
部
銀
行
制
度
の
調
整

策

一
巻

四
八
三

第

二
較

1
九
五

全国親行現勢之統計輿説明,PP小59′･.60.
前視,財政評論,第一期第-戟,P.179.
前根,財政評論,第一期第--岩床,JN'.182.
新城,財政評論,弟一期第--払 Jl'.186.



-･･､蔓
l

支
那
銀
行
別
度
の
調
峯

第

7
番

四
八
四

第
二
就

7
九
六

し
､
支
部
経
済
の
牛
柏
民
地
的
性
質
を
改
革
す
る
C
と
の
原
則
に
基
い
て
F
上
海
作
戦
に
在
る
と
香
と
に
論
な
-
.
支
那
経
済
の
心

臓
は
奥

地
に
安
置
さ

る
べ
き

も
の
で
あ
り
t

T
歩
を
進
め
て
い
へ
ぽ
'

支
那
金
融
の
重
心
の
奥
地
移
鴇
は
茸
に
そ
の
必
然
性
を
有

す
｣
と
結
ん
で
ゐ
る

｡

LJ
の
奥
地
移
蛸
は
支
那
銀
行
業
が
列
強
森
本
主
亮
的
樟
柏
を
離
脱
し
嘩
家
経
単
三
轟
的
観
瓢
に
お
い
て
の
論
述
な
り
と
す
る
も
､

藩
鞍
上
そ
の
*
Jl拙
梯
雌
が
寸
ハ郡
の
中
軸
民
地
性
を
光
服
し
得
る
も
の
な
-
L
や
は
野
人惑

懇
願
さ
れ
る
桝
?
･あ
る
tJ
何
故
逸
ら
ば
意

閲
に
お
い
て
は
支
那
の
観
象
的
見
地
の
表
明
な
-
と
し
て
も
事
資
に
お
い
て
遂
行
上
の
能
香
が
あ
-
'
叉
経
過
に
お
い
て
現
れ
た
朋

は
到
底
欺
米
の
鴎
給
を
脱
却
し
得
た
も
の
で
は
な
く
.
準
哉
時
憎
制
乃
至
戦
時
鰭
制
編
成
へ
の
焦
慮
は
蓮
に
こ
れ
と
の
結
合
を
加
速

度
的
な
ら
し
め
た
向
き
へ
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

元
裾
支
部
の
銀
行
は
中
央
乃
至
特
許
銀
行
を
始
め
･u
L
で
普
通
商
業
銀
行
は
固
よ
-
備
蓄
銀
行
.
工
業
銀
行
､
真
某
銀
行
.
萄
香

銀
句

更
に
不
動
産
抵
昔
銀
行
等
に
亘
っ
て
専
門
的
名
辞
が
劃
さ
れ
た
も
の
が
あ
つ
た
が
'
そ
の
経
営
の
賛
態
は
不
霞
明
で
あ
わ
;

銀
行
制
度
と
し
て
は
甚
だ
不
鮮
明
な
る
も
の
で
あ
っ
た
.
そ
れ
等
は
そ
の
資
質
に
つ
い
て
考
案
す
る
な
ら
ば
大
硯
に
お
い
て
商
業
銀

'1

行
の
性
質
の
も
の
と
し
て
持
績
さ
れ
た
る
を
脅
し
-
指
摘
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.
従
て
こ
れ
等
に
つ
い
て
の
機
構
上
の
厳
格
な
る
適

和

正
化
の
要
請
も
既
に
か
か
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
が
'
未
だ
賛
績
明
確
な
る
を
得
ず
に
推
移
し
て
窮
た
｡
民
国
二
十
四
年
末
以
降
国

表
軽
挙
王
毒
的
見
地
の
強
調
の
下
に
国
家
貨
幣
金
融
政
策
の
蓬
行
を
達
蹄
と
し
て
'
中
央
及
特
許
銀
行
の
存
在
は
補
強
さ
れ
て
来
た

も
の
で
あ
-
'
事
壁
以
後
に
お
い
て
も
既
述
の
如
き
過
程
に
展
開
し
つ
つ
あ
･C
/

特
殊
銀
行
へ
の
考
慮
も
重
要
現
さ
れ
た
｡
然
る
に

商
兼
備
等
銀
行
の
存
在
は
商
埠
地
の
首
該
銀
行
は
既
に
列
強
資
本
主
義
に
従
属
す
と
し
.
こ
れ
等
銀
行
の
支
配
下
に
奥
地
銀
行
の
存

前掲,財政評論,第一期第一既,PP.170-171･
前掲,財政評論,弟一期第-舵,PP.183-185,P.178,P.182.
前掲,財政評論,第一期第二航,PP.174-175,P･177,P"182.TYl
前掻,財政評論,第一期第一験,P･170,県暴虐,中園的銀行,P.131,節



巷
を
看
放
し
た
る
立
場
に
あ
つ
て
は
'
こ
の
種
銀
行
の
浅
大
は
嘗
然
に
支
部
の
社
食
経
済
に
不
利
な
-
と
す
る

.

併
し
乍
ら
こ
れ
が

立
場
を
相
異
す
る
商
業
備
蓄
銀
行
に
つ
い
て
の
観
薬
も

1
考
し
て
置
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
｡

こ
の
種
銀
行
を
代
表
し
て
上
海
の
商
業
備
蓄
銀
行
に
つ
い
て
陳
光
甫
の
い
へ
る
所
は
大
通
商
都
市
に
あ
つ
て
は
外
囲
銀
行
と
此
眉

す
る
能
力
な
く
'
次
位
の
商
埠
増
で
は
中
国
'交
通
銀
行
の
如
き
特
許
銀
行
と
比
肩
す
能
は
す
､た
だ
奥
地
に
入
っ
て
分
行
を
開
設
し

叫

た
の
で
あ
-
'
然
も
属
地
で
は
軍
政
上
の
張
倒
借
款
の
こ
と
を

生
じ
.
僻
司

回
収
を
不
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
.
大
通
商
都

市
よ
･Sl
の
金
融
重
鮎
の
移
行
は
支
部
側
に
よ
れ
ば
国
民
経
済
建
設
の
た
め
の
必
然
性
に
よ
-
生
起
す
と
見
た
る
所
で
あ
-
'
上
海
作

我
の
如
何
を
別
と
し
て
も
阜
娩
こ

の
傾
向
に
お
け
る
金
融
上
の
措
置
が
行
は
れ
充
と
見
る
な
ら
ば
'
不
可
避
的
に
奥
地
移
行
の
趨
勢

に
商
業
偶
語
銀
行
も
歩
を

1
様
と
し
た
る
も
の
と
な
-
持
た
で
あ
ら
う
か
.
果
し
て
然
ら
ば
奥
地
の
国
衆
緩
解
的
見
地
に
基
く
金
融

調
剤
は
jL･れ
鞘
銀
行
m
節
状
L-3
救
済
し
描
ペ
L!
-.
次
位
LCJ
純
埠
粕
に
掛
け
hb
特
殊
a
/行
の
貰
転
も
矯
正
さ
れ
碍
べ
き
で
ぁ
る
C
桁

し
て
大
通
両
都
市
に
お
け
る
外
国
銀
行
と
東
邦
銀
行
と
の
関
聯
如
何
に
肝
着
鮎
を
頚
め
て
見
る
U

支
那
銀
行
業
の
進
展
は
幣
制
改
甚
後
の
趨
勢
と
し
て
の
中
央
及
特
許
銀
行
の
襲
展
､
商
柴
備
蓄
銀
行
の
後
退
的
現
象
に
併
せ
て
兵

叫

工
銀
行
の
推
進
に
相
辛
か
け
る
JJ
と
に
rLi-
列
強
資
本
主
義
的
牽
制
よ
り
脱
却
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
見
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が

~

列

強
資
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