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"

境
界
の
不
鮮
明

民
国
以
前
に
つ
い
て
は
省
も

民
国
以
後
に
お
い
て
見
て
も
二

又
郡
銀
行
の
進
路
は
平
.嬰
で
は
な
か
っ
た
.
そ
れ
は

1
進

T
過
が

あ
っ
樫
と
い
ぶ
の
～･7n
lな
-
.
潤
-
忙
版
行
業
の
濫
捗
は
伸
展
の
過
標
忙
あ
っ
た
と
し
で
も
F
そ
の
動
向
は
.4
常
的
怒
る
忙
お
い
で

で
は
た
か
っ
た
.
民
陶
以
後
の
姫
輔
に
つ
い
て
は
見
解
に
よ
っ
て
必
や
し
も

一
率
た
る
時
期
,hLJ
隈
劃
づ
け
る
,LJ
と
に
は
な
ら
ぬ
け
れ

ど
も
､
左
の
如
き
時
期
に
分
つ
に
お
い
て
そ
の
動
向
を
示
す
に
賛
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
.

即
ち
第

一
時
期
は
民
国
元
年
よ
り
十
五
年
ま
で
と
し
~
北
京
政
府
時
期
と
し
て
ゐ
る
.
こ
の
時
期
は
銀
行
は
政
府
貸
上
の
特
殊
事

情
に
あ
っ
た
｡
常
時
北
京
政
府
は
財
政
困
窮
L
t
然
も
重
視
統

1L
に
削
ら
ず
'
税
収
不
足
し
た
る
情
勢
下
に
あ
っ
て
.
利
息
を
優
啓

に
し
て
公
債
政
策
に
依
存
し
た
.
銀
行
の
設
立
は
そ
の
背
後
に
公
債
の
利
を
逐
ひ
た
る
事
情
を
持
つ
も
の
で
あ
り
'
従
っ
て
公
債
に

つ
い
て
の
政
府
の
債
務
不
履
行
は
銀
行
に
破
綻
を
及
し
た
も
の
で
も
あ
る
｡
第
二
時
期
は
民
圃
十
六
年
よ
り
t
l+
六
年
と
L
t
南
京

政
府
時
期
と
し
て
ゐ
る
.

こ
の
時
期
は
銀
行
資
展
に
頗
著
な
る
も
の
あ
-
L
を
借
へ
る
O

銀
行
だ
皆
は

百
貨
店
株
式
を
と
-
'
兵

支
那
銀
行
業
務
の
類
型

第
三
番

二
七
九

第
≡
雛

七
九

中国銀行法之研究,窮野研究.第 -軌 一第七期,p･3･
中国以前の十六年間に開雛の銀行は十七であるO

1)



支
那
銀
行
兼
務
の
矩
型

第
三
替

二
八
〇

第
三
舵

八
〇

業

･
工
業

･
商
業

･
信
託
銀
行
均
し
-
複
雑
な
る
形
態
を
と
っ
た
も
の
で
あ
-
'
こ
の
時

期
に
あ
つ
て
は
支
部

の
銀
行
業
は
米
国
の

影
響
を
受
け
る
こ
と
著
し
か
っ
た
も
F
で
あ
る
C
第
三
時
期
は
支
部
等
撃
が
上
申
に
波
及
し
て
以
降
と
し
て
ゐ
る
o
こ
の
時
期
に
あ

っ
て
は
銀
行
に
つ
い
て
の
特
殊
の
事
情
未
確
定
な
る
ま
ま
で
あ
る
が
､
求
め
て
見
れ
ば
猫
逸

｡
伊
大
利
式
に
似
た
る
も
の
堅
不
し
:P

託
だ

1-ij
や
l出
1
,7=f
n-tZ
諜
戯
ポ
カ
綿
工
業
の
工
作
に
宅
加
し
た
る
傾
向
あ
-
と
し
.

年

.

損
頚
諜
に
恒
福
粒
讃
し
た
る
uE'寧

仁
術
上
げ
ん

t
J

L

∵

.め
.

･㌔

茄
郎
郡
に
宵
山T
l
T
iTh]
那
新
式
銚
和
の
獣
的
神
城
に
づ
い

て･Tlo
展
観
二
イ
｣ハ
卑
俗
鉢
uL
.年
鑑
に
係
り
棚
番
≡
百
九
十
行

を

計
上
し
'
失
敗
し
た
る
も
の
二
百

宇

｣ハ
行
と
し
.
民
国
元
年
よ
り

十
二
年
に
至
る
間
に
お
い
て
失
敗
の
記
録
高
-
､
十
三
年
以

後
に
お
い
て
は
銀
行
失
敗
数
の
減
少
し
た
る
を
引
用
し
て
ゐ
3
.0
1
以
上
が
民
間
以
降
最
近
に
至
る
ヰ
毒

の
新
式
銀
行
に
つ
い
て
の
大

勢
で
あ
る
が
'
こ
･̂
で
は
こ
の
晴
耕
別
の
下
に
普
通
銀
行
と
特
殊
銀
行
の
境
界
鮎
を
取
上
げ
る
こ
と
に
す
る
｡

以
上
の
如
き
時
期
に
分
ち
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
見
る
｡
支
部
銀
行
業
の
基
本
的
研
究
に
お
い
て
は
'
常
然
封
外
的
拘
束
の
内
容

を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
.
後
細
の
程
度
に
制
約
し
て
'
先
づ
国
内
的
牽
制
に
お
い
て
特
徴
を
検
出
す
る
.
第

1
期
よ

-
し
て

欧
に
壁
則
的
出
敬
で
あ
る
が
'
こ
の
襲
別
的
進
路
を
回
避
し
た

l
聯
の
推
移
の
結
果
も
依
然
と
し
て
崎
形
的
な
る
も
の
よ
り
耽
出
し

得
な
か
っ
た
.
第

1
期
に
お
い
て
は
新
式
銀
行
に
は
政
府
財
政
の
願
力
が
か
･̂

つ
て
居
り
'
国
家
銀
行
は
固
よ
り
と
し
て
ー
普
通
銀

行
も
特
殊
銀
行
も
こ
の
煩
累
よ
り
薙
れ
る
こ
主
は
出
来
な
か
っ
た
O
第
二
新
に
お
い
て
は
こ
の
牽
制
よ
-
晩
出
せ
ん
と
し
て
､
政

府

財
政
と
特
殊
閥
聯
あ
る
も
の
･.
外
は
新
式
銀
行
は

1
奉
に
所
謂
商
柴
銀
行
の
領
域
に
怒
っ
た
JJ
い
へ
る
時
期
で
あ
る
｡
第
三
期
に
お

い
て
は

1
見
銀
行
柴
と
産
業
と
の
接
近
を
反
映
し
て
ゐ
る
如
く
で
も
あ
る
｡
併
し
乍
ら
民
国
以
降
の
管
状
は
こ
れ
を
概
括
す
る
に
'

銀
行
業
は
jE
常
な
る
澄
過
を
辿
る
を
得
な
か
っ
た
o
そ
れ
は
金
融
と
蕉
業
と
の
近
接
を
備
ふ
る
も
の
あ
る
に
至
-
し
第
二
廟

に
患
5

≡)) 富露,*碧違監 雷雲鼓莞汗も.禦 晶 基 年 (一八九 ‥珊 土鳩 虻 十

4) 雷畠諾 宗蒜嘉島墨,Eよ豊富艶 蒜 誤 読 雪雲 粁 】舘 8.1馳 少
しく相異すC,
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て
も
銀

行
業
の
進
路
は
時
形
的

な
る
ま
1
に
お
い
て
ゞ
あ
っ
た

｡

支
那
側
の
新
式
銀
行
の
先
輩
と
な
っ
た
の
は
光
緒
二
十
二
年

(
1
八
九
六
年
)
の
上
奏
に
か
1
る
中
開
通
商
銀
行
で
あ
る
と
い
は
れ

り

る
が
'
時
間
的
に
遡
っ
て
も
明
瞭
な
る
如
く

そ
の
蘇
史
は
樋
め
て
短
く
､
四
十
年
飴
に
過
ぎ
な
い
.
支
那
側
の
新
式
銀
行
と
し
て

は
常
時
か
く
の
如
き
登
場
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
､
新
式
銀
行
が
進
展
す
べ
き
分
野
に
は
在
罪
の
嘗
式
金
融
機
関
が
あ
-
'
外
囲
銀
行

が
欧
に
連
出
し
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
｡
従
っ
て
支
部
側
新
式
銀
行
は
こ
れ
を
育
成
す
る
基
礎
催
件
に
充
た
さ
れ
て
出
現
し
た
も
の
で

は
な
-
.
出
費
昔
初
か
ら
銀
行
自
闇
に
要
請
さ
れ
る
に
張
力
な
る
補
整
を
必
要
と
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
硯
菅
に
昔
時
に
お
け
る
銀
行

の
進
路
に
は
金
融
調
超
の
役
割
よ
り
し
て
は
こ
れ
を
果
す
虹
挟
ぐ
る
と
こ
ろ
多
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
常
時
の
普
遍
事
項
と
し
て
港
げ

ら
れ
る
に
次
e
T如
W.･Uも

の
が
あ
る
｡

二

大
.卸削ぎ
葦
EB(rT営
灘
か
ih.)i,･CJ邦
.̂yl蛮
tk.哉
it
:
襲
=
駄
EA.
-
G

-]二
JT7IJL八･LJト
ー上
-･.t
ttl
)
.T-

三
'
常
時
閉
栄
の
初
期
に
あ
っ
T
は
概
し
て
利

潤
豊
厚
で
あ
っ
た
が
.
皆
柴
は
漸
次
惑
落
し
LiG

r

四
.
外
国
銀
行
の
努
力
が
雄
厚

でゐ
-
'
支
那
側
新
式
銀
行
は
親
筆
す
る
こ
と
が
出
爽
な
か
っ
た
｡
又
嘗
時
山
西
票
荘
主
鎖
荘
の
努
力
が
触
望

.め

っ
て
'
新
式
銀
行
は
進
路
を
阻
止
さ
れ
ざ
る
を
待
L･tか
つ
た
｡
従
っ
て
新
式
銀
行
は
金
融
界
に
あ
ク
て
未
だ
重
要
勢
力
を

占
め
な
か
っ
た
O

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
新
式
銀
行
は
金
周
界
に
そ
の
地
歩
を
進
め
得
ざ
る
ま
1
に
存
接
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
閣
内
的
牽
引
と
封

外
的
拘
束
と
の
二
大
制
約
を
克
服
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
｡
た
ゞ
政
府
財
政
の
禰
鐘
的
役
割
に
急
い
て
政
府
借
款
と
紙

幣
聾
行
を
積
っ
て
の
業
態
に
重
鮎
が
置
か
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
新
式
銀
行
の
出
現
に
は
商
工
柴

へ
の
投
資
関
係
は
普
然

の
こ
と
で
あ
る
が
'
政
治
の
投
機
開
聯
と
不
可
分
の
経
緯
が
織
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
も
.

5) 光緒三十年正月,戸部の奏楓 :れ いる試軸組行革積三十二候が支那銀行法
の遺構 となってゐる｡中圃鍛刑 k,と研究,第-着,弟七期,p･4･

6) 前掲,近百年宛中国之銀行,pp.7-8.
7) 珊]軌 中国銀行法之研究,p.LS.
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支
那
銀
行
業
務
の
類
型

第
三
巻

二
八
二

第
三
択

八
二

さ
れ
ば
支
外
側
新
式
銀
行
出
蟹
の
賞
初
に
あ
つ
て
は
'
銀
行
柴
と
し
て
は
後
帯
の
如
く
商
柴

銀
行
の
領
域
を
唯

1
の
目
樺
と
し
た

も
の
で
は
な
く
P
寧
ろ
政
府
の
動
向
を
背
景
と
し
て
国
家
銀
行
の
性
格
に
お
け
る
も
の
､
柵
殊
銀
行
の
性
格
ほ
お
ガ
る
も
の
を
有
力

な
る
存
在
と
な
し
得
た
も
の
と
見
奉
げ
れ
ば
な
ら
な
い
O
然
も
国
家
鋭
行
乃
至
特
殊
銀
行
と
し
て
の
進
路
も
健
全
で
は
な
か
っ
た
｡

甜
生
る
も
の
は
改
府
材
放
射
鮒
よ
-
聯
lJu
れ
る
軍
政
乃
至
此
萄
よ
-
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存
在
と
な
り
.
脱
す
る
む
の
も
不
鮮
明
な
る
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
特
殊
銀
行
と
し
て
も
嘱
目
の
地
位
を
保
持
せ
ず
'

普
通
銀
行
と
し
て
も
判
然
,3
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

〓

1uJ.
E

n
ノ

旧札

野

J
[

Li]LL
Ilユ
′し

l冗

ロヨ

支
部
銀
行
形
態
と
し
て
新
式
銀
行
が
珠
入
れ
ら
れ
た
こ
と
の
内
容
と
し
て
は
普
通
銀
行
の
設
立
の
み
な
ら
ず
'
特
殊
銀
行
の
設
置

も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
'
そ
れ
は
た
ゞ
形
式
に
お
い
て
の
み
に
と
ゞ
ま
っ
た
O
銀
行
法
規
の
分
野
か
ら
眺
め
て
も
'
普
通
銀

行
法
規
と
相
俣
つ
て
特
殊
銀
行
法
規
の
議
定
乃
至
公
布
さ
れ
た
も
の
も
相
雷
に
求
め
得
sQ.O
併
し
乍
ら
特
殊
銀
行
港
規
を
背
景
と
し

て
現
箕
に
特
殊
銀
行
を
横
棒
し
て
登
場
し
た
も
の
に
あ
つ
て
も
'
そ
の
使
命
遮
行
上
に
支
障
が
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

1
股
に
新
式

銀
行
そ
の
も
の
が
そ
の
造
営
に
お
い
て
菅
式
金
融
機
関
に
牽
制
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
こ
と
･..
外
籍
銀
行
に
制
附
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ

た
こ
と
を
回
顧
す
れ
ば
ー
支
那
新
式
銀
行
の
推
移
過
程
に
あ
つ
て
は
'
特
殊
銀
行
の
聾
展
も
極
め
て
遥
々

た
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を

1) 前掬,中国銀行揖乏研究,p p-4 1 5 ･

拙著,支部中央銀行論, pp.150 -]し52.

得
な
か
っ
た
こ
と
の
席
廓
が
判
明
す
る
｡
夏
に
特
殊
銀
行
は
そ
の
経
営
上
､
均
し
-
新
式
銀
行
の
領
域
で
あ
り
'
新
式
銀
行
と
有
機

＼

L.
.
･
･

･
.
･

.A

.



的
紅

蓮

紫

す

べ
き
で
あ
る
に
掛
ら
ず
､
却
っ
て
普
通
商
業
鉄
行
の
進
路
が
特
殊
銀
行
の
展
開
を
不
透
明
な
る
も
の
と
し
た
.

加
之
.

特
殊
銀
行
白
鱒
が
そ
の
領
域
を
保
全
す
る
に
不
忠
賓
で
も
あ
っ
た
o

特
殊
銀
行
中
代
表
的
な
る
も
の
と
し
て
は
交
通
銀
行
が
描
き
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
'
こ
れ
が
生
成
の
過
程
を
検
討
す
る
な
ら
ば
'

創
設
の
意
圏
は
歪
め
ら
れ
て
.
そ
の
名
稲
と
す
る
交
通
銀
行
の
特
殊
使
命
よ
-
も
'
政
府
財
政
の
支
群
に
慮
ぜ
し
め
ん
と
す
る
所
謂

国
家
銀
行
の
甑
別
化
の
下
に
置
-
車
通
常
と
す
る
か
に
兄

へ
る
桂
に
.
零
過
銀
行
の
性
能
は
轡
韓
し
た
｡
創
設
の
革
初
に
お
い
て
は

輪
路
電
郵
即
ち
航
遣

･
鋳
造

･
電
信

･
郵
便
の
四
政
を
統
轄
し
'
菅
栄
を
振
興
L
t
利
襟
を
挽
回
せ
ん
と
す
る
雄
園
は
抱
懐
1tJれ
た

も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
意
閲
は
挫
か
れ
た
｡
交
通
銀
行
は
萌
芽
駅
に
お
い
て
11
臆
特
殊
銀
行
JtJ
し
て
護
足
は
し
た
も
の
･jLP
程
な
-

挫
折
誹
と
も
い
ふ
べ
き
攻
斯
に
お
い
て
は
政
年
の
渦
中
に
捲
込
ま
れ
て
.

中
国
銀
行
と
並
立
し
て
壁
生
見
的
布
衣

(喜
n
national

甘
｡
.
-

k-川)
-J
な
っ

た

e
湘
-
生

育
期
･tも

い
ふ
べ
垂
幡
掛
に
入
っ
て
貸
柴
貼
興
の
分
封
を
叫
礎
に
す
る
に
至
-
..
特

殊
笹
口
･,Tl.し
て

筒
賀
足
し
た

も

の

で

あ
る
が
p
そ
れ
も
足
踏
み
に
と

まゞ
-
'
新
幣
制
改
革
に
際
し
て
は
政
府
系
銀
行
と
し
て
別
途
の
方
向
を
探
る

こ
と
に
な
っ
た
b
交
通
銀
行
と
封
航
的
に
選
び
出
rU
れ
る
は
中
国
銀
行
で
あ
る
.
中
国
銀
行
の
推
移
の
過
程
を
検
討
す
る
な
ら
ば
､

交
通
鈍
行
と
jE
に
表
裏
の
展
開
を
看
取
す
る
.
中
国
銀
行
は
国
家
銀
行
と
し
て
中
央
銀
行
の
性
格
を
持
つ
べ
か
り
L
に
'
寧
ろ
私
立

銀
行
の
地
位
に
回
避
し
た
.
交
通
銀
行
は
賓
柴
振
興
'
利
樺
挽
回
を
横
棒
し
て
出
費
し
た
が
､
そ
の
存
在
た
る
や
中
央
銀
行
と
し
て

の
酪
噂
に
入
れ
る
を
安
昔
と
す
る
か
に
見
え
る
程
に
そ
の
性
格
を
壁
碑
し
た
口
中
闘
銀
行
と
い
ひ
交
通
銀
行
･U
い
ひ
明
確
な
る
再
出

垂
を
な
し
た
の
は
極
め
て
黄
近
の
こ
と
で
あ
る
.
大
東
亜
哉
宰
勃
襲
後
建
設
支
部
の
地
域
に
′お
い
て
更
生
し
た
る
交
通
銀
行
並
に
中

開
銀
行
が
今
や
漸
く
虞
面
目
を
饗
揮
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
｡

支
那
銀
行
兼
務
の
類
型

第
tニ
巻

二
八
三

男
三
朝

八

三



一

連
那
銀
行
業
務
の
類
型

第

三
番

二
八
四

第
三
戟

八
四

特
殊
銀
行
中
そ
の
有
力
な
る
現
れ
を
交
通
銀
行
や
中
国
銀
行
に
求
め
て
も
如
上
の
程
度
に

と
ゞ

ま
る
.

優
位
の
如
何
を.
別
と
し
て

比
較
的
色
彩
明
瞭
な
る
経
過
を
辿
-
し
か
に
見
え
る
も
の
は
備
蓄
銀
行
で
あ
る
.
併
し
乍
ら
備
蓄
銀
行
に
つ
い
て
も
､
必
ず
し
も
特

殊
銀
行
の
領
域
が
明
確
に
保
持
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
G
備
蓄
銀
行
は
多
く
簡
雛
に
よ
っ
て
ゐ
る
が
'
尊
柴
と
し
て
の
成
育
に
は
非

Ji
/
L
l'
hr
一転口一日K
tT
d]l)jJb
:
)
も
JJ<Fr,)
【[別
一己
h
:
㌻
,
l
lJL]こ
匡

/
:
tu
=
0

-
)
-
～
･q･/iT･1
･J
〉
･■
.･
ヽ

■

蓄

蔵

i
k
-1.17
し
て
㌻
ヾ
′
＼

Eiq
irl
JITl
抱
7
.tBや
ノ
U
宅
11Ll
ln
妾
-
苧
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EE2
人
･(･･
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7
⊃
小
iLL
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-
,丈
臣
r

-T･,･⊃
1
･
⊃

F'二

幸

､
i,rnR
)

し厄

･芦
に

T･.I]ノ
二
･jJ
トー
lLJ
JAL5
0
･L/
一1
-
-d州
7
･.･
<lr｢
.O
･-

(
.1
着
"･r
ハf
..仁
一
1g
./.Jん
q77qquLL〃V
トロ
嘩
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cT

必
然
曹
戒
を
要
し
た
も
の
で
あ
る
｡

巷
支
外
籍
銀
行
に
つ
い
て
は
措
き
支
那
新
式
銀
行
に
つ
い
て
の
類
別
を

一
鷹
示
し
て
見
る
忙
攻
の
如
き
も
の
が
あ
る
｡
千
面
的
に

配
列
す
れ
ば
'
中
央
銀
行

･
国
際
匪
全
銀
行

･
語
尾
菅
某
銀
行

･
省
立
銀
行

･
市
立
銀
行

･
商
業
銀
行

･
備
蓄
銀
行

･
農
工
銀
行

･

分
業
銀
行

･
逸
務
銀
行
等
と
し
な
も
の
が
あ
-G
n.
又
国
立
銀
行

･
特
許
銀
行

･
省
立
銀
行

･
市
立
銀
行

･
商
業
銀
行

･
備
蓄
銀
行

･

賛
美
銀
行

･
農
工
銀
行

壷

業
銀
行

壷

僑
銀
行
と
し
た
も
の
も
あ
り笥

こ
の
平
面
的
配
列
に
つ
い
て
も
補
足
の
必
要
が
あ
る
が
･

そ
れ
は
別
と
し
て
こ
れ
を
系
統
的
に
慣
分
す
れ
ば
､
圃
豪
銀
行
の
系
統
と
l
般
銀
行
の
系
統
に
混
分
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
'
･普

通
銀
行
の
系
統
と
特
殊
銀
行
の
系
統
に
境
界
づ
け
る
こ
と
も
出
禿
る
｡
而
し
て
韓
に
分
立
せ
し
め
る
を
通
常
と
す
る
に
お
い
て
は
'

特
殊
銀
行
の
系
統
の
外
に
中
央
銀
行
の
系
統
或
は
農
業
銀
行
の
系
統
の
如
き
を
判
然
と
設
定
す
る
こ
と
も
有
意
蒸
と
な
っ
て
禿
る
｡

併
し
乍
ら
笹
に
類
別
し
た
と
い
ふ
の
み
で
は
'
支
那
金
融
磯
閲
の
暗
形
的
推
移
を
し
て
有
機
的
に
牒
系
づ
け
る
も
の
と
は
な
り
得
な

い
｡
分
化
機
能
を
働
か
し
得
る
城
に
達
す
る
に
は
'
こ
れ
を
管
規
化
す
る
積
極
的
推
進
を
必
要
と
す
る
o
支
部
雷
撃
以
降
の
動
向
は

か
ゝ

る
分
野
に
お
い
て
も
'
嘗
支
部
の
停
滞
性
を
打
破
し
て
､
支
部
新
式
銀
行
を
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
お
い
て
硯
茸
に
有
機
的
活
力

2) 王帝等,中国籍草畢行史,_pp_ll-6･ 簡蓄琴行培,第二二晩 第十三保o

宝; 常許 旨遠雷農 % ;bop:3,I.7i.
5)ーBao-SeingLias,DieBedeutungdesSilberprobleTl･JS,】L939.SS 1261

127.具象舵,中国的銀行,p14.p.131.



を
持
つ
も
の
た
ら
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
り
t
と
1
に
歴
史
的
意
義
が
躍
進
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
と
ま
れ
法
規
に
よ
る
厳
密
な
る
現

制
と
銀
行
業
者
の
白
聾
的
前
進
と
は
流
軒
を
矯
1F.rL
､
支
那
銀
行
業
務
の
有
機
的
教
卒
的
運
営
を
可
関
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

三

商
業
銀
行
の
貰
鰹

支
那
新
式
銀
行
は
晴
形
的
忙
押
流
さ
れ
て
推
移
す
る
叶
に
は
実
態
持
溝
の
方
途
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
い
へ
'
そ
れ
は
支
那
新

式
銀
行
存
立
の
基
礎
地
味
件
の
成
熟
如
何
に
お
い
て
首
肯
し
得
る
と
し
て
も
'
銀
行
業
掃
自
照
に
つ
い
.tJ
の
動
向
は
乏
し
い
も
の
で

あ
っ
允
e
民
団
初
期
に
語
い
て
は
閲
読
銀
行
と
し
て
中
央
銀
行
制
度
へ
の
努
力
は
と
れ
を
認
め
得
る
も
の
が
あ
.る
け
れ
ど
も
T
中
央

銀
行
た
る
べ
き
存
在
は
明
確
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
Q
中
潮
続
行
と
変
通
墜

m
JJ
の
照
輝
は
･･J
ル
た
物
苧

1°
.
熱

心

中

開

親

行

に

L

r
l屯
葬
泊
鈍
行
に
L
L.J
屯
咋
央
訂
行
の

附
利を
ハ刀
詳
ゼ
4

11r
L
な

せ

n
dg
J
あ

-=;

顧

Tt

ii
･々

堅
｢

L

.1剛
･Jih

h一家
ま

㌻
7r,
A
l

ニ

7
1tW
k
r

_
-.
二
上rn
ノT
ノt
王-
-･ム
′L
l-r
--
.(
T一
'..

Lr,′j｢
重

荷

･
市
銀
行
等
の
設
立
機
縁
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
.
加
之
普
通
商
糞
銀
行
ま
で
も
そ
の
業
務
上
特
殊
的
性
格
に
走
･1
/

寄
算
業
務

を
持
ち
'
国
庫
経
理
を
撞
ら
ん
と
し
た
｡

こ
れ
等

l
連
の
政
府
財
政
と
の
閲
聯
に
お
い
て
成
立
せ
し
新
式
銀
行
は
'
他
面
商
業
銑
行
業
務
に
も
層
皆
の
歩
を
伸
し
た
も
の
で

あ
れ
;

支
那
銀
行
に
つ
い
て
の
暗
形
的
蚤
展
と
い
へ
ば
商
業
銀
行
化
の
域
に
お
い
て
こ
れ
を
見
得
る
程
の
傾
向
を
呈
し
た
O
併
し
乍

ら
商
業
銀
行
化
と
い
ふ
傾
向
の
中
に
は
'
特
殊
銀
行
の
商
業
銀
行
化
が
大
き
く
特
徴
を
な
す
が
､
商
業
銀
行
業
務
と
し
て
の
役
割
を

具
し
た
域
に
ま
で
商
業
銀
行
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
恰
･o
こ
れ
と
封
照
的
に
民
国
以
降
支
那
側
新
式
銀
行
の
設
立
の
重
要
部

門
は
商
業
銀
行
と
し
て
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
'
本
木
商
業
銀
行
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
も
'
南
東
金
融
を
1
-
開
拓

支
那
銀
行
業
務
の
類
型

第
三
番

二
八
五

第

三
流

八
五

ノヽ

6) 牽券銀行 といふ類別は普初の東川ym 行に均 しく関聯することにfJら,類型
イセの茸金 に乏 しいO



支
那
銀
行
兼
務
の
類
型

第
三
啓

二
八
六

第
≡
髄

八
大

し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
D
そ
の
商
業
銀
行
た
る
に
お
い
て
大
鰐

の
共
通
事
項
を
詑
明
し
た
も

の
を

摘
ぐ
れ
ぽ
攻

の
如
く
で
あ
る
.

(
I
)

資
本
大
な
ら
ざ
･Elし
こ
と
｡
大
部
分
は
整
止
銀
行
で
あ
っ
て
資
本
は
概
し
て
百
草
R
以
下
で
あ
っ
た
o
た
だ
錨
荘
資
本
1‥
比
戯
す
れ
ば
銀

行
資
本
は
列
国
の
そ
れ

に
比
し
少
額
で
は
あ
つ
た
が
､
鎗
大
な
る
も
の
と
な
っ
て
ゐ
41.

(
ニ
)

商
業
銀
行
の
柴
減
に
お
い
で
も
紙
幣
の
常
行
を
重
視
し
に
.
自
行
弊
行
婦
の
藤
令
が
め
-
.
代
#
r密
行
に
､
b
T<･ES
月
獣
行
券
の
場
令
が
@
I

る
が
'
こ
れ
等
が
商
業
銀
行
の
照
皆
の
ま
Li
る
内
容
と
な
つ
で
ゐ
に
.

席
擬
餌
行
清
浦
と
し
て
絹
詮
に
牒
什
鞘
猶
に
つ
い
て
は
勿
論
敦
粟
井
潮
で
あ

あ
が
p
節

付
印
､
両
群
銀
行
の
そ
れ
は
押
保
貸
付
が
iilと
な
っ
て
ゐ
il
O
塘
保
物
件
が
公
債
だ
あ
り

.
普
通
商
品
申
･1
の
･㍗
L
-
-Iは
砧
-
し･7-
･t･･);
竹瓜

･｡
･り
い
が
.
六
郎
S
朗
ム=
.
㍍
地
小即
即
t;
跳
物

･
土
地
か
軌
層
と
L･.
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
特
色

を
な
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
O
信

用

貸

付
は
新
式
銀
行
と

し

て
ほ
j
原
糸
制
の
逸
耶
で
あ
る
が
､

こ
れ
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
も
仝
貸
付
中
_こ
占
む
る
そ
の
比
率
は
少
坂
で
あ
っ
た
o

(
≡
)

商
業
銀
行
の
業
務
に
は
投
機
行
届
が
旬
痕
さ
れ
た
｡
投
機
の
封
象
は
地
金
銀
'
外
囲
貨
幣
'
薦
菅
或
に
政
府
公
債
の
賓
異
で
あ
っ
L
..
悲

行
兼
務
と

し
て
は
投
機
行
啓
は
不
健
全
な
る
も
の
で
あ
る
は
い

ふ
を
俣
た
な
い
.
然
る
に
支

那
の
蕩
合
'
銀
行
界
の
投
機
は
甚
だ
沓
退
化
し
て
屑
-

こ
こ
に
銀
行
業
務
の
軌
道
に
乗
-
得
ざ
-
し
開
園
が
潜
ん
だ
も
の
で
あ
る
｡

(
四
)

商
業
銀
行
の
多
く
は
解
蓄

部
を
持
っ
た
.
筒
音
部
の
受
入
預
金
の
大
部
分
は
嘗
該
商
業
銀
行
の
銀
行
部
に
流
用
4･U
れ
'
流
罪
の
危
険
を
塁

a

す
る
に

至

っ
た
か
ら
,
誓

銀
行
軒

撃

て
制
-

加
へ
る
こ
-
に
な
つ

o

政
府
財
政

の
囲
難
が
新
式
銀
行

の
設
立
機
縁
と
な

っ
た
角
度
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
新
式
銀
行
は
や
が
て
政
府
財
政

の
匪
力
よ
り
回
避
し
て
商
英
銀
行
化
の
趨
勢
に
あ
っ
た
1
)
と
も
注
硯
に
侶
す
る
｡
然
も
商
某
銀
行
と
し
て
の
出
路
は
銀
行
投
資
の
合

′

理
的
な
封
象

の
軟
乏
せ
し
故

児
有
債
琵
券
乃
至
地
金
銀

へ
の
投
資
と
な
っ
た
｡
稚
金
銀
乃

至

馬
琴
を
練

る
授
横
は
こ
･
.で
は
措
く
.

有
償
琵
券

へ
の
投
資
は
銀
行

の
利
益
追
求
が
封
象
と
な

っ
た
も
の
で
あ
っ

て
'
有
償
許
券
は
主
と
し
て
公
債
を
内
容
と
す
る
に
至

っ

た
も

の
で
あ
る
o
さ
れ
ば
新
式
銀
行
は
政
府
財
政
の
歴
力
を
廻
避
せ
ん
と
し
て
商
業
銀
行
化
の
趨
勢
を
認
む
る
と
は
し
て
も
'
畢
寛

商
業
銀
行
化
の
故
に
巣
態

の
健
全
を
得
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
｡
商
業
銀
行
と
し

て
の
塵

移
は
多
分
に
投
機
的
な
る
莞
態
に
お
い
て

1) 能書銀行別例,光緒三十四年正月十六 日公布O儲 旨銀行払 B:･圃二十三年
七 月四 日公布｡

Z) 前払 近百年充中国之銀行,pp･10111･
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一
日

:･T
T

更
に
禁
止
業
務
の
領
域

へ
も
爽
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
邦
も
賛
本
額
僅
少
の
傾
向
に
あ
り
し
こ
と
が
利
潤
を
逐
ふ
て
投
横
目
棟
に

向
つ
て
鑑
設
さ
れ
た
傾
向
室
不
す
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
従
っ
て
観
鮎
に
よ
れ
ば
昔
時
新
式
銀
行
の
業
務
は
類
別
さ
れ
た
も
の
が
あ
る

と
は
い
ふ
け
れ
ど
も
'
そ
れ
は
銀
行
の
分
類
が
商
英
銀
行
を
始
め
'
不
動
産
銀
行

･
備
蓄
銀
行
其
他
に
及
び
'
銀
行
姐
御
が
整
備
さ

れ
つ
･1
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
C
蓋
し
昔
時
の
新
式
銀
行
は
商
業
銀
行
化
の
傾
向
あ
-
'
邦
も
商
業
銀
行
と
し
て
の

本
葬
の
使
命
を
具
し
た
も
の
で
は
な
く
､
そ
の
置
劃
明
瞭
を
炊
き
'
商
業
銀
行
な
る
ま
㌧
に
不
動
産
投
資
に
走
り
'
或
は
備
蓄
銀
行

の
分
野
に
衆
人
し
た
も
の
で
あ
-
'
不
動
産
銀
行
の
挟
む
補
払
'
偶
背
銀
行
の
不
備
を
些
へ
ん
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
.

e5i

【印

ノ

11'iiLi

･+J

雷

11/l
那

事
琴

支
那
新
式
銀
行
に
つ
い
て
普
通
銀
行
の
営
巣
内
容
整
不
す
も
の
に
攻
の
一
乗
む
淡
め
得
る
O
と
の
資
料
は
民
閥
二
十
四
年

二

九
三
五
年
)

の
出
版
で
あ
る
か
ら
'
攻
禍
の
銀
行
法
公
布
の
民
国
二
十
年
銀
行
法
に
後
れ
る
こ
と
数
年
で
あ
る
が
'
支
部
銀
行
業

務
が
菅
態
依
然
た
る
を
反
映
し
た
も
の
1

1
班
で
あ
る
｡

欠
に
琴
不
し
な
も
D
乞
つ
ハ
て
Dl?
る
こ
'
替
集
り
匿
琴
丘
寧
ろ
村
罷
箕
努
こ
A
･̂
つ
て
苦
り
'列
叶
現
さ
る
べ
き
特
別
兼
務
に
主
力

が
注
が
れ
た
こ
と
が
硯
賛
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
然
る
に
銀
行
業
務
の
整
備
さ
る
べ
き
要
請
に
照
せ
ば
'
附
属
業
務
の
中
に
は
制
限
さ
る

べ
き
も
の
が
見
出
さ
れ
'
特
別
業
務
は
嘗
然
普
通
銀
行
業
務
か
ら
は
取
除
か
る
べ
き
性
質
の
も
で
あ
っ
た
｡
因
み
に
銀
行
法
規
に
照

し
て
も
光
緒
三
十
年
の
試
群
銀
行
革
程
に
は
国
家
銀
行
の
業
務
が
含
ま
れ
て
ゐ
fQ..
そ
れ
は
支
部
新
式
銀
行
の
初
期
の
動
向
と
照
合

支
那
銀
行
農
務
の
頬
盛

事

三
春

二
八
七

第
三
親

八
七



支
那
銀
行
業
務
の
類
型

存

議事/･-一一一へ･一････-一一一一､.
:適沌 先
知 期 期

歎 款 款

在
来
存
款

特
別
省
や
存

款

i.品
Ji;
∵

外本
年韓
r司開
架発
布存
款款

第
三
巻

IIL八八

弗
三
駐

八八

し
て
寛
大
に
看
過
す
る
と
し
て
も
'

時間
内
に
早
-
光

.I.

締
三
十
四
年
の
公
布
な
-
と
は
い
へ
'
偶
蓄
銀
行
別
例

に
お
い
て
も
｢
以
挙
行
航
均
待
敢
行
市
面
通
岡
鉄
鎖
票
｣

の
如
皆
は
奇
異
の
痛
む
槌
ytIL廿

1
tfEm
',Jlう
kJIO

.
ETL.…~
..i
.I;

iLkJ11rlγ
に

穿
)

lEj引
写
hnL7藍
二
十
Tr
LJ
嘩
tI.滋

忙
4Jd
い

て
明
文
を

以
て
制
定

さ
れ

て
ゐ
る
が
､
そ
れ
は

軍

港

法

規
た
る
城
に
は
達
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
'

一
魔
法
意

の
背
後
に
時
代
の
要
請
を
知
る
こ
と
が
出
奔
る
O
銀
行

法
と
し
て
起
草
さ
れ
た
も
の
は
こ
1
に
い
ふ
民
闘
二
十

年
の
銀
行
法
の
み
で
は
な
い
け
れ
ど
も
'
本
法
は
銀
行

法
と
し
て
代
表
的
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の

第

1
俵
が
主
要
兼
務
を
規
定
し
'
第
九
候
が
附
展
兼
務

を
規
定
し
て
ゐ
る
o

蛇
行
五
弦
と
し

て
仇.1第
l
衣
的
な
る
も
の
は
光
鯖
三
十
年

Lt;月
戸
部
の
奏
謁

に
か
か
-
許
可
さ
れ
た
る
就
桝
鮫
行
軍
捜

三
十
二
帳
で
あ
-
'
第
二
次
的
な
る
も
の
は
光
精
三
十
g
!年

正
月
工

ハ
ロ
ト完

の
鈍
的
通
行
則
例
十
六
椎
で
bn
-
'
第
三

2) 郭孝先,上梅的銀行,p.20･
3〕 光滞三十四年正月十六 口公布｡
4) 民国二十年三 月二十八 日立法院鵡浪岡, 日国民政府,.hrTi,未定施行期 日O



才

量

.
i

t

t

一

■

量

一lt
一
t
l

t
l

t
t

I
一

一

1
1

次
的
L
言

も
の
ル還

年
六
月
十
六
日
春
海
の
鎮
行
詰
放
華
甲
八
億
で
あ
る
｡
本
章
程
は
民
国
十
八
年

一
月
､
国
鳥
改
暦
に
お
い
で
十
二
億
に
修
正
さ

れ
'
同
年
四
月
二
十
九
日
銀
行
謹
射
幸
程
施
行
細
則
十

一
懐
が
公
布
さ
れ
て
'
銀
行
法
施
行
前
に
お
い
て
有
効
に
韻
滞
さ
れ
る
も
の
と
な
つ
Llo
第

四
衆
的
な
る
も
の
が
属
国
二
十
年
三
月
二
十
八
日
公
布
の
銀
行
法
五
十

T
傭
で
あ
る
が
'
本
法
は
施
行
さ
れ
ざ
る
ま
ま
で
あ
っ
た
｡
こ
の
間
制
定
は

き
れ
た
け
れ
ど
も
公
布
さ
れ
..J
か
つ
た
銀
行
立
法
と
し
て
､
民
国
九
年
の
修
正
銀
行
沌
草
案
二
十
二
億
及
び

そ
の
施
行
細
則
草
茶
が
め
-
'
更
に
属

国
十
三
年
の
銀
行
通
行
法
等
軍

1十
五
億
及
び
そ
C
施
行
細
則
草
案
が
あ
る
D
普
通
銀
行
法
に
四
稽
あ
り
-
い
A
は
こ
こ
に
謹
記
し
た
一る
公
布
括
四

種
を
い
ふ
も
の
で
あ
ら
,lF,a

第

1
偵

凡
替
右
列
築
塀
之

1
着
霜
銀
行

!

収
受
存
款
及
放
歌

i

紫
鳩
貼
萌

]二

至
ITu
骨
月
下
宥
'-I

'･仇山
.L-
■ロ....｣
u711

骨
牌
項
清
輝
,
二

1川E
不
碍
娼
行
溜
絹
同
報
行

第
九
億

銀
行
除
左
列
附
恩
業
務
外
不
待
無
智
地
業

一

一

買
責
生
金
銀
及
有
情
語
赤

二

代
寡
公
債
及
公
司
債

三

倉
草
案

四

保
管
貴
重
物
品

Ld

4)
聖
牧
‖丁
次
ぜ只

新
式
銀
行

と
し
て
普
通
営
業
を
な
す
も
の
･,
領
域
が
明
示
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
が
t
等
賓
は
こ
れ
に

一
致
し
な
か
っ
た
こ
と
は
節

薪

の
如
き

1
側
面
に
お
い
て
も
こ
れ
を
伺
ふ
こ
と
が
出
煎
る
b

爾
後
'
金
融
機
関
規
制

の
駕
に
は
仝
-
に
無
賃
で
も
な
か
っ
た
O
右
の
銀
行
法
に
関
し
て
は
修
14
意
見
が
績
出

し
'
本
渡
は
修

正

さ
れ
る
ま
で
は
施
行
延
期

の
.LJ
と
に
な

っ
た
が
､
民
国

二
十
五
年
立
法
院
商
法
委
貞
合
は
本
港
修
改
の
達
議
を
な
し
'
又
上
海
銀
行

支
那
銀
行
業
務
の
矩
塾

●

第
三
巻

二
八
九

第
三
競

八

九

前掲, 中国蛇行.)去之研究,pp.4165)



支
那
銀
行
業
務
の
類
型

●

第
三
者

l完

〇

第
三
郎

九
〇

公
舎
は
銀
行
浩
研
究
委
良
禽
を
組
赦
し
､

意見
十
二
俵
を
政
府
に
呈
請
す
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
｡
か
1
る
銀
行
法
規
を
必
要
と
す
る

時
代
の
動
き
は
逐
次
強
化
さ
れ
つ
1

あ
っ
た
こ
と
性
均
し
く
認
め
得
る
が
'
そ
の
修
改
の
如
何
に
課
題
を
包
赦
し
つ
1
移
行
し
た
も

G
'

の
で
あ
る
｡
.右
経
過
は
支
那
等
壁
に

際
膚
す
る
に
お
S
で

.1
段
階
む
劃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

支
那
寄
襲
以
降
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
ゑ
男
親
は
二
分
さ
れ
る
.

1,
は
和
平
塵
園
地
屈
に
お

け

る
そ
れ
lfJ
あ
り
′､
他
は
抗
識
劫
園
地

i

城
に

お

け
る
そ
れ
で
め
る
0
倍
枚
椎
下
tJi
忠
け
る
他
称
は
.
少
し
-
遡
っ
て
民
陶
二
十
四
牛
の

脂
剛
改
革
の
析
後
に
溶

け

る
金
融
規

制
に
関
し
て

1
段
,DBR
カ
な
る
も
の
を
君
取
す
る
｡
胡

忙東
部
胡
鮒
以
経
に
路
{Jt
で
は
螺
周
二
十
六
軒
の
中

心
中

二
7Sで

鎧
四
行
内
拙

tT

聯
合
貼
放
射
津
に
よ
る
地
方
金
融
の
疎
通
工
作
や
p
1
1+
七
年
の
改
善
地
方
金
融
機
構
雛
汝

に

よ
る
地
方
金
融
の
調
剤
方
策
の
如
き

も

一
顧
に
値
す
る
O
こ
れ
と
併
行
的
に
金
融
中
梶
強
化
の
措
置
も
と
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
~
民
園
二
十
九
年
の
非

常
時
期
管
理
銀
行
智
行
餅
漁
は
解
く
普
通
席
某
銀
行

]
椴

へ
及
ぶ
統
制
法
規
と
し
て
高
度
の
段
階
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
.

新
政
柊
下
に
お
け
る
金
融
故
関
の
統
制
に
つ
い
て
は
更
に
明
確
な
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
葬
る
｡
そ
れ
は
金
融
株
紺
の
.L
1.g
的

規
律
を
日
槙
と
す
る
こ
と
の
時
化
か
ら
嘗
然
到
達
す
べ
き
段
階
で
あ
る
が
､
銀
行
業
務
の
分
野
も
明
確
に
列
車
し
た
も
の
と
し
て
公

布
を
見
た
O
そ
の
内
容
的
検
討
は
既
に
試
み
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
か
ASTこ
れ
を
省
略
す
る
が
.
前
鴇
銀
行
法
の
そ
れ
と
略
同
様
の
も

HE;

の
で
あ
る
.
北
文
に
あ
つ
て
は
民
国
三
十
年
の
金
融
機
関
管
理
規
則
の
弟

1
低
が
主
要
業
務
を
規
定
し
'
民
国
三
十

一
年
の
金
融
機

関
管
理
規
則
施
行
細
肌
の
第
十

l
棟
が
附
展
業
務
を
規
定
す
る
｡
中
麦
に
あ
つ
て
は
民
国
三
十

一
年
の
管
理
金
融
機
関
智
行
餅
観
の

第

一
候
が
主
要
業
務
を
規
定
L
t
簡
十
傑
が
附
尾
業
務
を
規
定
す
る
｡

前提,中国敢行按之研究,pp･5-61
属圃二十六年八月二十六日公布o
民圃二十七年四月二十九 日.公布｡
中･中･交･農四銀行の聯合難事楓巌の第 一一次 CIJ )暗二次への組成｡
民国二十九年八月七日公布｡
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五

資

金

の

出

跨

更
に
最
近
の
動
向
と
し
て
は
銀
行
業
の
出
路
と
し
て
商
工
業

へ
の
直
接
投
資
が
論
議
さ
れ
る
｡
併
し
乍
ら
こ
の
畢
た
る
や
銀
行
が

枝
雀
銀
行
と
し
て
の
面
貌
吏
碑
帝
な
る
分
野
に
お
い
て
顛
現
し
た
も
の
と
は
い
ひ
得
な
い
.
そ
れ
は
寧
ろ
在
乗
の
利
潤
追
求
性
の
現

れ
と
し
て
で
あ
-
'
在
頚
の
喝
形
的
護
展
の
延
長
と
見
る
べ
き
域
の
も
の
で
あ
る
o
銀
行
業
が
商
工
兼
の
蔑
異
に
積
極
的
扶
助
の
態

度
を
探
る
べ
き
は
嘗
然
の
要
請
で
あ
り
､
商
業
銀
行
と
レ
て
の
建
前
に
お
い
て
も
そ
れ
よ
り
外
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
.

支
那
新
式
銀
行
が
滴
米
銀
行
JJ
し
て
碓
裾
そ
の
地
歩
を
固
め
た
-
と
し
て
'
こ
1
1こ
椀
す
る
賓
カ
の
出
路
が
管
柴
後
尾
の
障
代
的
要

求
に
1
致
さ
る
べ
き
は
現
時
の
支
那
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
る
課
題
の
速
行
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
C
解
る
に
准
非
の
ま
･̂
..

革
忙
商
業
銀
行
の
墳
力
が
利
潤
を
追
求
し
て
商
工
業

へ
出
路
を
凍
め
た
と
し
た
な
ら
ば
､
蕃
碑
の
投
機
的
経
営
と
耕
具
す
る
と
と
ろ

乏
し
き
屯
の
と
い
は
ざ
る
社
得
な
い
o
碓
碑
の
銀
行
菜
務
の
建
前
か
ら
見
れ
ば
'
銀
行
蔦
袴
が
特
殊
墾
打
と
の
溝
田
L
を
明
確
に
せ
ざ

る
ま
1
に
投
資
銀
行
の
領
域
に
進
出
す
る
こ
と
は
余
業
禁
止
の
分
野
に
突
入
す
る
こ
と
で
あ
り
'
規
制
さ
る
べ
き
聾

剛
か
ら
は
達
法

の
畢
と
な
る
わ
け
で
あ
る
O

民
国
二
十
年
の
銀
行
法
に
よ
れ
ば
'
滞
十
候
'
滞
十

一
膿
'
滞
十
二
便
'
第
三
十
四
僕
及
び
第
三
十
九
候
に
よ
っ
て
銀
行
の
投
資

並
に
貸
付
が
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
｡

第
十
傑
に
お
い
て
'
銀
行
は
商
店
或
は
他
銀
行

･
他
脅
融
の
株
主
と
な
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
'
併
せ
て
本
港
施
行
前
出
資
し
て
株

主
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
0
本
保
に
つ
い
て
は
昔
時
の
世
論
は
賛
意
を
泣
つ
て
は
ゐ
る
け
れ

支
那
銀
行
業
務
の
類
型

第
三
番

二
九

1

第
三
郎

九
l

拙稿,支那銀行接規考,灘 牌 傍論臥 鐸二審,夢二既,pp191T93･
民国三十年+二月十一 日華北政J#J委鼻骨公布O

悪習≡二に 筈票把 手旦裂 溝 賢妻鮒 財務紙署公布O



支
那
鈍
行
業
務
の
始
塾

第
三
啓

二
九
二

第
≡
駄

九

二

ど
も
'
法
意
は
既
に
か
1
る
方
面
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
.

第
十

一
候
に
お
い
て
銀
行
は
自
行
の
株
券
を
取
得
す
る
こ
と
が
出
奔
な
い

Ĵ
と
に
な
っ
て
屠
-
.
卦
に
自
行
の
株
券
を
借
入
の
揖

保
と
な
す
こ
と
が
出
発
な
い
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
0
倍
銀
行
は
管
楽
上
必
要
と
す
る
不
動
産
k
-除
-
叶
は
不
動
産
の
眉
入
濠
は
引
受

,･Li.
月

J

t
"

㌻
,I.
た
T.l
〔
n
Lり

.ド
袈
)

H

PんJ
tn
上1
･n
･-
llL･LJた
い)
iP
L,JW
l･
Jr
1
G
LIJ∵
J
二
.'
-q
lJllH.J
■r
l
t､
三
TT∃

･
-
I
-L)

は
'
普
通

商

糞

銀

行

が

不
動
産

業

詩

を

兼

営
する
^
)

と
を
寛
大
な

ら
し
め
ん
と
し

た
意

見
が
出
て

ゐ

る
と
こ
ろ

に

支
那
に
お
け

る
時

代
の
背
景
を
看
取
す
べ
き
で
あ
る
｡

■

､

第
十
二
保
に
お
い
て
'
銀
行
が
貸
付
を
な
し
'
他
銀
行
の
株
券
を
韓
保
と
し
て
収
受
す
る
時
並
に
別
に
貸
付
を
な
す
時
を
含
み
て

の
制
限
で
あ
る
o
こ
れ
に
つ
い
て
の
反
響
は
､
前
年
は
立
法
の
趣
旨
を
至
昔
と
し
た
が
'
後
半
は
煎
重
に
過
ぎ
る
も
の
と
し
て
複
和

の
要
求
が
あ
る
.
こ
の
鮎
も
昔
時
の
現
箕
の
課
題
と
し
て
吟
味
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
と
し
て
今
こ
れ
を
張
仏
で
考
察

の
封
象
と
し
て
は
取
上
げ
な
い
｡

.第
三
十
四
供
に
お
い
て
銀
行
は
如
何
な
る
個
人
或
は
法
人
圏
鰻
又
は
非
法
人
圏
鰭
に
封
し
て
も
そ
の
貸
付
総
額
に
つ
い
て
若
干
の

制
限
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
.
か
1
る
軌
隈
規
定
は
鎮
行
貸
付
に
つ
い
て
嘗
然
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
'
制
限
の
適
切
な
ら
ざ
る

と
こ
ろ
に
修
.#
の
要
求
が
出
た
も
の
で
あ
梨

銀
行
資
金
の
出
路
が
偵
重
な
る
べ
L
と
の
要
請
は
営
然
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
､
束
縛
の
過
度
を
牽
制
せ
ん
と
す
る
に
お
い
て
如

銀行法第三十九棟において乗皆の許され7ころ限度を三咋 以内とし7､･亡､
前楓,中国銀行浩之研究,pp.8-12･12

上
の
緩
和
乃
至
修
正
の
要
求
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
こ
･
.

で
は
銀
行
業
韓
に
お
け
る
乗
業
禁
止
の
分

野
に
即
し
て
'
資
金

･.-
i



■

､

.

.
､

･

･

.

.

･

r

p

.･～
J
I㌧イ

1
-

I

-

I
-
-

･･1
-

の
出
路
に
閲
し
て
の
制
約
を
見
て
置
く
だ
け
に
と
ど
め
る
.

法
規
に
よ
る
制
約
と
銀
行
業
者
に
よ
る
運
営
が
'
高
定
の
目
標
に
近
樟
す
る
に
件
払
l
致
鮎
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の

で
あ
る
｡
支
部
の
場
合
に
も
時
間
の
推
移
は
こ
れ
を
反
映
し
.
公
布
だ
け
で
な
-
賃
施
法
規
の
建
前
に
お
い
て
も
資
金
出
路
に
は
制

限
が
葺
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
新
政
椎
の
北
竜
邪
忙
お
い
て
も
'
中

･
甫
支
那
に
お
い
て
も
'
こ
れ
に
関
す
る

一
聯
の
湛
規
を

検
索
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
北
支
に
を
い
て
は
金
融
機
関
管
珊
規
則
の
弟
六
保
は
貸
金
の
連
用
を
規
定
L
t
屠
七
候
は
動
産

･
不
劃

産
の
受
入
に
つ
い
て
の
制
約
社
規
牢

レ
て
ゐ
る
｡
東
に
金
融
機
関
管
珂
規
帥
施
行
細
則
の
第
十

l
催
筒
二
項
は
附
屠
業
務
以
外
の
兼

営
禁
止
を
明
文
を
以
て
示
し
'
鞘
十
二
億
は
許
可
さ
れ
た
る
以
外
の
金
融
機
関

･
脊
椎
或
は
滴
店
へ
の
投
資
と
禁
止
し
た
も
の
で

あ

る

n
中

･
前
七
に
h
I.
て
屯
同
株
の
法
溝
が

硯
餐
忙
規
制
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
o
即
ち
管
瑚
金
融
機
関
智
行
耕
法
の
第
八
傍
は
投
械

和
郎
む
梨

上
し
∴
綿
九
借
は
翻
庸

･
不
軌
糞
乃

取
持
教
訓
限
し
.
鞘
十
位
は
冊
鞄
甥
指
以
汁
の
溝
ルーH
Lr痛

心
㌻
る
ilTTJl明
文
を
以
て
京

し
て
ゐ
る
o
更
に
管
理
金
融
機
関
智
行
野
点
聾
打
細
則
の
第
二
陳
は
劃
箆

･
不
動
窪
に
つ
い
て
こ
れ
が
鞭
緒
を
聾
す
る
場
合
並
忙
受

入
れ
た
場
合
の
制
約
を
規
定
す
る
O

そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
'
政
府
財
政
の
重
@
Lよ
-
進
展
し
得
ざ
-
し
往
時
を
追
懐
す
る
に
お
い
て
,.

新
式
銀
行
の
出
路
は
開
拓
さ

れ
つ
1
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
難
い
も
の
が
あ
る
U
商
実
銀
行
化
し
た
こ
と
'
而
し
て
其
他
椿
殊
銀
行
の
情
は
ち
ぎ
る
愛
～
忙
'
商

糞
銀
行
と
し
て
そ
の
分
野
へ
若
干
の
進
出
あ
り
し
こ
と
は
､
や
が
て
乗
る
べ
き
段
階
に
お
い
て
新
式
銀
行
全
面
の
篠
偏
を
促
進
せ
し

む
べ
き
地
轄
構
栗
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
か
く
見
る
こ
と
が
直
ち
に
過
去
の
銀
行
実
績
に
お
け
る
歪
曲
を
矯
li
す
る
こ
と
に
は
な

-
難
い
が
'
牌
葬
の
開
拓
に
お
い
て
布
教
な
る
経
験
と
し
て
徳
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

3) 前払 支那級祈揺規考,p p ‡姐-約･
4) 拙稿,中支金融の新動向, 服行論策,矧 唱○ 巻 ,第一折, pp 21-22･

5) 管現金鵜槻閑智行封新妻施行 細 別.,第三 候 は兼営 党務の虞畳を一年 以内 と定
めてゐるo

支
那
銀
行
業
嬢
の
糎
塾

〔

第
三
奄

二
九
三

第

二
東

九
三



嘉

銀
行
業
務
の
慧

第
三
番

二
九
四

第
表

九
四

叙
上
の
検
討
に
お
い
て
.
宗

銀
行
兼
務
は
特
殊
銀
行
と
し
て
も
･
普
通
銀
行
と
し

て
も
明
瞭

姦

ぐ
も

の
で
あ
っ

た
こ
妄

捷

示
し
た
｡
雫

に
お
い
て
特
殊
雲

量

通
銀
行
と
の
類
別
-

確
-

し
め
,
銀
行
の
署

姦

足
し
･
こ
れ
に
つ
い
て
の
有
機

的
造
営
の
要
請
に
立
入
る
o

Lヽ
J

つ
っ
潜

り

I.
-
..

‥]･.∫

嘉

銀
行
法
に
よ
れ
ば
'
第
五
十
保
竺

特
僅
銀
行
､
除
若

別
有
規
定
外
,
雷

歪

之
規
定
｣
-

つ
て
ゐ
る
｡
こ

ふ

鈍

行
学

U
い
ふ
は
'
そ
の
性
質
上
か
ら
普
通
銀
行
法
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
･
特
殊
票

と
警

そ
の
特
殊
誓

書

･忙
患
い

て
は
こ
の
銀
行
法
の
規
定
が
蓑

浸

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
o

l
観
の
中
央
銀
行
が
中
柄
と
雪

て
銀
行
制
度
は
窟

さ
れ
て
行

く
べ
き
も
の
で
あ
り
.
完

に
は
特
殊
銀
行
法
規
と
し
て
の
中
央
銀
行
制
度
に
-

る
も
の
は

遠

こ

れ
裳

む
る
こ
晶

出
管

が
､
其
他
夫

々
の
特
殊
等

が
前
提
と
な
る
べ
是

殊
銀
行
の
開
拓
に
は
菓

是

た
る
も
の
が
乏
し

い
.
雷

銀
行
音

面
の
封

警

す
る
普
通
銀
行
の
領
域
に
つ
い
て
も
健
全
に
進
展
し
た
跡
豊

め
難
い
｡
嘉

の
銀
行
は
,
中
央
銀
行
も
特
殊
銀
行
豊

通
銀

行
も
均
し
-
両
差

行
化
の
淫

を
辿
っ
た
も
の
で
あ
｡
･
芋

の
進
展
が
あ
つ
た
と
し
て
鳥

形
的
推
移
と
い
ふ
べ
き
性
格
昌

で
ざ
る
も
の
で
あ
り
､
そ
の
冨

付
も
こ
れ
是

明
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
掌

る
に
富

と
し
て
繰
出
さ
れ
た
も
の
宗

分
的

で
慧

る
が
こ
れ
真

上
窟

る
と
し
て
も
現
茸
に
誓

-

映
し
た
も
の
は
乏
し
-
･
誓

そ
の
も
の
表

明
し
て
ゐ
禁

分
野

が
多
い
o

1
霊

融
機
構
は
特
殊
銀
行
法
が
な
い
限
-

l
般
銀
行
法
が
蒜

の
蓋

と
-

わ
け
で
あ
-
･
管

そ
れ
は
禾
禁

漁
規
な
れ



ば金
融
機
構
は
そ

の
時

週
を
故
ぎ

し

ま
-
T.

他
面
欧
に
こ
れ
が
整
備
の
要
請
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
銀
行
法
は
規
定
を
厳
重
に
範

囲
を
損
大
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
.

.修
窒
息
兄
が
出
で
ゝ
､
韓
親
の
定
ま
ら
ざ
る
字
^
と
な
っ
て
ゐ
た
｡
銀
行
本
質
に
関
す
る

ヽ

新
規
定
に
は
将
来
は
夫
々
韓
格
に
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
意
圏
は
強
ま
り
L
を
僻
へ
て
は
ゐ
る
が
'
そ
の
明
確
な
る
も
の
は
見

出
し
得
な
か
っ
た
｡

銀
行
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
は
支
那
銀
行
鼻
に
お
い
て
も

T
大
懸
案
と
な
っ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
'
八
大
銀
行
計
劃
な
る
も
の
が

論
議
さ
れ
て
ゐ
る
o
JJ
れ
が
出
所
は
明
確
で
な
い
が
韓
載
す
れ
ば
夷
の
如
き
八
つ
の
方
向
を
不
し
た
建
前
の
も
の
を
い
払
し
な
ら
ん

カ
･i
j
僧
は
射
る
く

(

こ

中
央
銀
行

､

.

i
t

.

瑞
軒
銅

行

(
≡
)

工
柴
銀

行

(
四

)
信
用
銀
行

(

五

)

勧
業
銀
行

(
六

)

備
蓄
銀
行

(
七

)

桑
葉
銀
行

(
八
)

賛
繋
戟
行

d

ie
Z
en
t
r
a
t
r
e

se
r
v

eb
a
n

k

∴

h
..
"

{ヽ:..
.

1
.
Iニ
ー二
川/
I
.=;

d
i
e

)

n
d
us
tr
ie
b
a
n
k
e
n

d
l
e
K

r
ed
itb
a
n
k

e
n

d
ie
H
y
p
o
th
ekenb
am
ken

d
i
e

Sp
ar
ba
n

k
en

d
i
e
L
and
w
i
r
Lscha
f
t

sbarrke
n

d
i
e

H

a
n
d
w

e

rksban
k
e
n

1)

こ
れ
が
内
春
に
つ
い
て
は
商
業
金
融

･
薦
替
金
融

･
青
葉
金
融

･
鼻
糞
金
融

･
工
業
金
融

･
不
動
金
融
等
と
し
て
支
那
側
の
記
録

支
那
銀
行
業
務
の
類
型

第
三
懸

二
九
五

夢
二
戟

九
五



支
那
銀
行
業
務
の
矩
型

第
三
巻

二
九
六

第
≡
鮎

九

｣へ

に
な
る
も

の
を
先
づ
参
照
ま

で
に
挿
入
す
る
に
攻
の
如
-

で
あ
る
O

支
部
経
済
家
の
改
革
意
見

支
那
の
粒
軒
専
門
家
王
両
州
共
他
に
ょ
れ
ば
､

支
那
の
金
融
機
関
が
約
滴
上
笹
仝
な
ら
ざ
る
に
劃
し
改
革
を
建
議
L
L
iG

そ
の
一言
に
日
ふ
｡
｢
鵜

に
謂
ふ
に
我
圃
過
去
の
金
触
剛
度
の
凝
大
の
駄
鮎
は
.
そ
の
散
襖
に
し
て
系
統
を
失
せ
る
Liあ
っ
LiC
瑚
府
錐
桁
は
触
_‥
自
易
の
カ
畳
の
野
菊
な
る

に
苦
し
み
へ
随
時
そ
S
由

剤
の
功
を
鼓
す
能
は
ず
'
叉

一
般
南
米
総
和
も
亦
各
自
に
政
を
思
し
て
.
未
だ
政
府
銀
朽
と
共
に
通
力
令
作
す
る
を
得
な

,
D
･文
こ
F
tr
たTT
ノ
L'_
｣tF
二

ノL
,日
可

r
I.J虫
EPハtltj
=
1rH
/
.̂ト
,
･L】
=
.L
I
..
A
.枯ド
L..
)
1
､

し
め
F
仕
付
粋
滑
を
危
殆
に
椅
ら
し
め
る
の
で
あ
る
0
枚
に
法
幣
は
先
山
絹
端
は
各
方
術
が
出目
‥
れ
;.･藷
竺
･-
臥す
約
八.日
向
が
制
比
的
.i
金
献
酬
庶
･tj

誹
塾
す
る

一
確
の
決
心
の
義

視
で
あ
る
と
碍
し
㌔

戦
局
が
漸
次
振
大
す
る
に
牢

化
で
､
政
府
は
更
に
先
接
し
て
各
項
の
金
融
措
置
及
び
慣
例
の

頒

布
を
璃
し
.
戦
時
金
融
と
軍
事
を
し
て
和
斯
け
て
そ
の
用
を
篤
さ
し
め
た
.
以
上
は
現
秋
に
つ
い
て
要
約
し
て
述
''(
亡
vJ三
過
さ
な
い
が
'
攻
に
戦
争

勃
費
以
降
の
我
国
金
融
制
度
の
改
善
間
蛭
に
つ
い
て
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
を
開
聞
し
て
見
た
い
｡

金
融
機
構
の
樹
立
は
､
第

1
に
金
融
債
系
の
形
成
と
銀
行
分
業
制
度
の
確
立
に
伐
つ
o
我
国
今
日
の
銀
行
及
び

1
蝦
金
冠
組
織
は
未
だ
侍
健
全
密

展
の
境
地
に
到
っ
て
ゐ
な
い
O
各
個
雷
門
の
前
進
目
標
が
な
し

叉
相
互
共
通
調
剤
の
閥
塀
に
乏
し
い
o
畿
し
現
時
の
銀
行
は
表
面
上
は
名
稀
は
各

々
同
じ
-
な
い
も
の
の
如
-
で
は
あ
る
が
'
そ
の
資
金
運
用
の
迷
わ
-.死
め
れ
ば
.
政
府
併
設
の
専
門
性
線
鈍
行
を
除
-
外
は
'
頗
る
共
通

j
.rAIの
嫌

ひ
が
あ

る
.
而
し
て
故
野
を
騰
望
す
る
薦

･
二

･
癖

･
牧
業
等
は
却
っ
て
葺
金
疏
通
の
機
骨
に
乏
し
い
.

1
方
中
央
銀
行
と

7
股
銀
行
の
.間
に
も
亦

共
通
調
剤
の

開
塀

が乏
し
い
｡

故
に
先
づ
必
ず

金
満
組
織
全
般
に
封
じ
て
支
配
を
泥
化
L
t

必
ず
中
央
銀
行
を
以
て
全
国
金
髄
の
申
梶
に
居
ら
し

め
'
而
し
て
農

･
エ

･
頚

･
圃
際
貿
易
等
の
書
米
銀
行

･
各
普
通
銀
行

･
蹄
雷
銀
行

･
郵
政
庸
全
局

･
信
託
公
司

･
保
険
公
司

･
各
種
産
業
工
商
等

の
同
業
機
関
を
以
て
そ
の
脈
絡
と
な
し
'
全
国
金
融
組
織
を
し
て
公
私
経
済
に
封
虞
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
｡
無
論
地
域
分
配
方
面
或
は
産
業
聯
緊
方

面
に
つ
い
て
首

へ
ば
'
均
し
-
相
雷
の
機
能
を
賦
備
ぜ
し
む
べ
き
で
あ
る
O
分
業
制
度
に
至
っ
て
は
各
国
均
し
～
･星
-
確
立
を
昔
げ
'
我
闇
も
亦
こ

れ
に
倣
っ
た
け
れ
ど
も
､
茸
際
は
名
賓
伴
っ
て
ゐ
な
い
.
軍

p
-
迫
に
徹
底
し
て
推
進
す
べ
き
で
あ
る
.
そ
の
方
式
は
次
の
如
-
で
あ
る
0

二

)

商
業
金
敵

一
般
普
通
商
業
銀
行
が
貴
を
真
ふ
｡
そ
の
任
務
は
攻
の
如
し
0

商
業
金
融
の
周
噂
の
調
剤

商
業
預
金
の
収
受

商
業

貨
物
の
損
保
貸
付

商
業
信
用
貸
付

商
業
手
形
の
割
引
貸
付

商
業
荷
為
替

其
他
南
米
上
の
各
項
業
務
に
関
す
る
も
の

(
二
)

籍
菅
金
融
或
は
貿
易
金
融

国
際
馬
菅
銀
行
が
貴
を
東
ふ
.
そ
の
任
務
は
攻
の
如
し
o



I

一

一
1

一
一

I
I
,
･
モ

ー

･
1
1

J
H

為
替
管
理
･1

国
際

貿

易
の-
平
衡

篤
替
相
場

の決
定
と
外
圃
寒
菅
の
常
山

浅
'特
L3
準

LE:i･こ
内
閲
璃
替

り
再
出

師
,E
外
の
化見
物
S
荷
為
替

外
国
貨
幣
の

頭
現
と
徳
薄
基
金
の
平
衡

同

塘E預
金
の
収
受
と
手
形
交
換
S
管
理

異
化
徳
啓
上
の
各

項
雑
務
に
庖
す
る
も
の

(
≡
)

笥
栄
金
棚

官
業
鈍
行
が
貴
を
巽
ふ
O
そ
の
任
務
は
攻
の
如
し
o

交
通
方
面
の
建
設
及
び
黄
金
似
通
事
項

休

鞍
部
謹

･
漁
牧
等
の
開
費
空

Jj
貸
金

∽涛
副
と
融
通
事
項

各
韻
事
鵜
の
進
展
の
監
督
事
萌

各
該
事
業
の
預
金
の
収
受
串
現

各
誠
事
業
の
株
式
僧
券
S
挙
行

･
暮
集
及
び
電

揃
の
経
理
革
項

各
詔
事
業
の
報
告
及
び
計
劉
の
笹
核
事
項

各
詔
事
業
の
産
品
慣
格
の
統
制
召
項

其
他
賓
業
上
の
各
任
務
に
層
す
る
も
の

′(
四
)

農
業
金
融

農
米
銀
行
が
責
を
負
ふ
.
そ
の
任
務
は
左
の
如
し
O

左
列
各
項
の
改
幾

･
増
東

･
計
判
及
び
賃
金
の
審
判
-
鵬
道
事
項

八甲
)腔
民
の
牝
精
に
関
す
る
事
項

(
a
)恩
田
の
格
地
に
関
す
る
事
項

(丙
)農
且
∵

肥
料

二
条
某
等
の
改
良
に
関
す
る
事
項

ハ丁
)綿
積

･
詐
柁
凍
び
隅

･
穿
絹
子
の
改
良
に
関
す
る
事
項

(戊
)堅
実
の
改
良
骨
相
に
関
す
る
事
項

(己
)農
場
碑
非
の
補
助
凍
.Y3
増
車

に
関
す
る
蔀
項

願
顔
品
の
描
途
望

針

成
規
,e
T,拝
金
油
通
事
頃

合
作
社
の
壁

追

膚
及
び
監
督
撃
埠

農
産
品
の
慣
棉
統
制
事
項

崖
頗
品
の
崖
領
は
糾
事
項

僅
描

叫
膿
q
潜
蝿
及
び
改
良
事
項

農
架
方
面
粗
入
金
衝
の
牧
l望

農
業
株
式
債
券
の
費
行
募
集
及
び
責

瑚
き
の
僻
増
等
穿

刺
科
季
易
伊
の
統
制
賓
胡

其
他
水
利
の
開
費

･
河
追
の
輿
修

･
林
畜
事
業
の
改
進

･
特
殊
農
産
品
の
加
工
改
造
の
如
き
農
業
J｣
の
各
項
蚕
嬰
改
進
事
項
に
関
す
る
も
の

(五
J

H
業
金
融

工
業
銀
行
が
費
を
貴
ふ
O
そ
の
任
務
は
左
の
如
し
.

各
種
礎
重
工
業
の
建
設
費
展
計
劃
及
び
資
金
の
寒
借
と
融
通
事
項

各
該
T
.業
の
預
金
の
収
受
事
項

各
該
工
業
株
式
債
券
の
蓉
行
暮
集
及
び
責
捌
き
の
輝
理
事
項

各
該
工
業
の
進
膜
の
監
督
事
項

各
該
工
業
の
報
告
及
び
計
割
の
番
核
事
項

(

各
誠
二
米
の
爵
品
慣
柏
の
統
制
宰
領

麺
粉
交
易
所
及
び
紗
布
交
易
併
の
統
別
事
墳

英
他
Jrll業
上
の
各
種
事
項

(
六
)

不
動
産
金
融

土
地
現
行
が
賓
を
貿
ふ
O
そ
の
任
静
は
左
の
如
し
O

.

土
地
政
策
の
促
進
串
現

土
地
利
用
耕
接
の
改
良

土
地
抵
普
資
金
の
融

通

事

項

房
地
産
頚
買
の
統
制
事
項

自
建
住
宅
の
奨
敵
軍
頭

模
範
新
村
の
建
設
事
項

完
備
公
某
の
皆
道
草
声

住
宅
霞
城
の
開
拓
事
項

建
築
圏
某
S
計
劃
事
項

不
動
産
の
経
皆
事
項

建
築
工
程
の
代
理
事
項

･
其
他
地
産
上
の
各
項
に
関
す
る
も
の

支
那
銀
行
業
務
の
類
型

第
三
番

二
八
七

第
三
戟

九
七



支
那
銀
行
菓
務
の
頬
型

第
三
者

二
九
八

第
三
戟

九
八

こ
の
外
'
信
託
備
蓄
も
亦
別
に
等
某
銀
行
を
設
け
て
雛
甥
ぜ
し
ひ
る
.
他
の
中
小
工
商
業
金
融

･
航
業
金
融
の
如
き
は
性
質
近
似
の
寄
英
銀
行
が

こ
れ
を
乗
理
す
べ
き
も
の
と
す
聖

七

普
通
銀
行
系
統
と
農
業
銀
行
系
統

ry1
"

..赦

[77tEt;

け
11,か
打
診
α

丸
め:U
.F

b
l.ー

iLLJ
H
H
1く
I
g

j
u

入違
′k･満
.屈
す勿
パフ
ノ二
J｣
/マTqJ耶
～
IL

l
に
預

卜

蔀)劃
/r
ヨハ翁Wて
iV

i

･l

二
｢指

農
業
銀
行
系
統

で
あ
る
.
主
張
に
お
い
て
前
掲
と
相
異
す
る

も
の
で

は

な
い
が
勺
か
1

る
傾

向
に
お
け
る
吏
料
と
し
て
掲
載
す
れ
ば

攻
の
如
-
な
っ
て
ゐ
る
O

〔第
二

普
通
銀
行
系
統
と
し
て
は
そ
の
中
心
銀
行
を
中
央
銀
行
と
な
し
'
こ
の
系
統
下
に
五
種
の
銀
行
を
配
す
｡

(
■一
)

簡
光
離
村

商
業
銀
行
は
労
っ
て
二
大
別
と
な
す
0
第

1
鞘
は
公
司
粗
放
の
商
米
銀
行
で
あ
り
､
即
ち
新
式
銀
行
で
あ
る
｡
節
二
加
は
蛇

荘

で

ゐ
る｡
こ
の
建
議
に
お
い
.tJ
は
鏡
荘
の
存
置
を
認
め
ん
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
ゐ
-
'
こ
こ
に
は
著
干
考
癒
の
供
地
が
存
す
名
が
'
1
雁
そ
の
開
慨

:.n
.T
l.(
.
I.....;.
I.1
"}L
f
;I.,.
:'J
,
.:.

.:..･J

.

..:..

.'J

.:
'･[
:
･.
.:]
.
I

.･.
･
':
LJ.,
i
G
･'=

':'
'一

.

I

'.･..
I

.

.,
,;.,
.
.
.
三

心組織に集中し
.中心組
織
は
鏡
荘
の
皆
業
方
針
を
指
導
し
'
皆
業
方
法
を
改
良
し
'
職
員
を
訓
接
し
.
合
計
剛
度
を
統

t
改
良
す
る
D
各
鑓
許

は
獄
且
の
存
在
と
し
'
そ
の
原
宛
の
名
稀
を
存
置
し
､
得
意
先
勘
定
を
存
絹
す
る
も
の
と
す
る
.
か
-
て
散
渡
せ
る
小
銭
荘
を
し
て
聯
合
し
て
大
組

織
の
達
意
と
な
す
を
得
て
新
式
銀
行
の
利
島
を
積
待
L
t
並
に
同
時
に
原
有
の
権
利
を
保
蒋
す
TO
も
の
と
す
る
.

(
二
)

国
際
匪
究
銀
行

為
替
銀
行
と
し
て
は
中
国
銀
行
が
最
も
優
位
で
あ
-
'
其
他
商
業
銀
行
及
び
華
僑
銀
行
が
均
し
-
経
皆
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
.
但
し
国
際
財
替
に
お
い
で
相
苦
の
地
位
を
占
め
ん
と
す
る
に
は
資
本
の
雄
厚
な
る
を
必
要
と
す
る
か
ら
､
商
業
銀
行
に
し
て
国
際
為
替
を
皆

ま
ん
と
す
る
に
お
い
で
は
'
併
合
或
は
聯
合
に
よ
っ
て
組
織
を
披
大
し
.
箕
力
を
噂
厚
し
､
国
際
為
替
銀
行
中
に
地
位
を
占
む
る
も
の
と
す
る
｡

(
三
)

鮪
蓄
銀
行

従
来
商
業
銀
行
と
密
壊
な
る
関
係
が
あ
-
'
鮪
蓄
銀
行
接
を
遵
守
ぜ
し
め
て
そ
の
地
位
に
濁
自
性
を
保

蒔
せ
し
め
'
投
資
を

改
善
し
て
'
穏
健
な
る
を
徐
し
め
'
民
衆
の
信
撃

曾
増
進
せ
し
も
ろ
こ
と
に
す
る
O

2) 中国戦時金融政策之鳥撤,搾滑研先,第二審,第八軌 pp L6-]伊.
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Ⅷ

苛
晋

儒

鷹

潤

へ

四
)

茸
巣
銀
行

晩
社
に=
お
い
て
賓
巣
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
乏
し
-
'骨
紀
株
券

･
社
債
の
費
行
.1
つ
い
て
岱
行
の
引
受
制
度
に
鉄
'>
て
ゐ
た
｡

支
那
の
商
工
業
を
菅
旗
ぜ
し
め
､
支
那
の
繁
衆
の
目
的
に
即
し
て
'
賢

米
銀
行
は
長
期
資
本
供
給
の
貢
を
寅
ふ
べ
き
で
あ
る
.
こ
の
種
醜
行
は
証
券

交
易
所
及
び
搾
絶
入
と
緊
密
に
聯
終
す
べ
き
で
あ
-
､
而
し
て
緯
紀
人
と
股
票
公
司
組
織
は
費
旗
に
努
め
､
全
国
資
本
を
し
て
正
雷
の
出
路
を
得
き

し
め
'
商
工
業
等
を
し
て
長
期
の
金
融
調
桝
を
得
き
し
め
る
こ
と
に
す
る
0

(
五
)

信
託
公
司

全
力
を
奉
げ
て
信
託
事
業
の
蓉
展
に
淀
が
し
め
る
｡
支
那
の
通
産
制
に
即
賭
せ
し
空
し
信
託
公
司
の
蚤
展
に
は
大
な
み
粛
聖

が
あ
る
.
聯
合
運
暫
し
で
属
衆
を
啓
等
し
.
政
府
に
請
慣
し
て
信
託
法
を
公
布
せ
し
め
.
信
託
公
融
の
行
環
に
は
涼
令
に
租
櫨
み
る
の
建
前
の
も
の

と
し
て
'
替
巣
の
菅
展
す
る
に
お
い
て
宛
歪
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
0

以
上
五
種

の
銀
行

に
つ
い
て
は
中
央
銀
行
を
中
枢
と
す
る
の
で
あ

っ
て
'
中
央
銀
行

の
本
格
的
造
営
を
中
心
と
し

て
有
徳
銀
行
は

JJ
れ
に
協
力
し
.
中
央
堅

汀
は
そ
D
改
策
を
Tm
重
野

て
こ
賢
散

.ノ
'
7i
r
好
雄
･E･,=
垂
賢
と
保
,[u
iJ
J
と
㌻

N1
土
封
㌢
岳

-
D

〔第
1
こ

農
業
銀
行
系
統
と
し
て
は
そ
S
L中
心
茄
行
を
慣
-
に
中
国
農
屈
銀
行
と
ZJ
L
p
そ
の
系
統
下
の
鯉
行
は
皆
中
国
農
民
銀
行
よ
-
そ
の
含
融

(.
=
=
∵
J.･;.'T
.
.･
･
∵
＼
∵
r
r
｡
･

∵
=･
Jj7./∴
∵
∴

p,TJT/〓
〔工
,FC
r
.-.

い
.
I
.I.]]･
.
‥

.い
い
.

日日

‥
;

/

"･..
･.J
･=h
I

r1
.

,
.

-
L-･[
′人/す
′ら

'L.q

ド
-
､目指
.し

1
r
E
は
ル
ー｣
会
m″HtI
レ
"メ

-.1mL
ゎ

に

す
る

0

日
的
と
す
る
と
こ
ろ
は

1
宥
棄
民
の
金
融
を
供
給
L
t
農
溝
の
資
本
を
補
親
し

'農
産

･
水
利
･
坂
道
.
y
vl
牧

湛

す
る
に
あ
る
｡
農

産
の
意

義
は
廉
く
解
し
､
敷
板
疏
菜
か
ら
家
書
並
に
そ
の
産
品

･
農
業
社
骨
の
小
H
業
或
は
郷
村
の
土
地
改
良
其
他
に
及
ぶ
も
の
と
し
'
魔
-
農
業
屯
園
に

概
括
す
る
.
各
省
の
銀
行
工
作
は
大
部
分
農
業
に
向
ふ
な
主
要
と
な
す
べ
き
に
よ
-
.
省
銀
行
を
改
め
て
農
業
紐
行
-i
.す
る
こ
と
に
本
項
の
主
眼
が

あ
る
｡
省
銀
行
を
農
業
銀
行
に
改
め
'
各
省
建
設
を
促
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
D
絹
妓
行
は
土
地
銀
行
と
す
る
.

大
部
柿
の
朽
銀
行
に
ゐ
つ
て

は
金
融
工
作
の
大
部
分
を
不
動
産
東
員
と
な
す
故
に
市
銀
行
を
土
地
銀
行
と
な
す
に
お
い
て
郡
市
の
繁
集
を
扶
助
し
待
べ
L
と
す
る
.

(
二
)

土
地
或
は
不
動
産
抵
雷
銀
行

支
那
の
銀
行
の
教
展
_‥
お
い
て
ほ
.
各
軸
別
の
銀
祈
備
は
れ
る
如
き
も
7
本
萌
の
針
術
は
軌
射
し

てゐ
る

の
で
.
土
地
に
活
動
性
ゐ
ら
し
め
ん
馬
に
は
土
地
銀
行
を
重
要
親
す
る
も
の
で
あ
る
O
以
前
に
あ
つ
て
は
土
地
建
物
は
地
方
土
豪
或
は
地
産

公司
の

挿
管
に
か
か
-
'
商
業
銀
行
は
接
合
に
制
約
さ
れ
乍
ら
､
そ
の
資
本
の
大
部
分
を
土
地
建
物
に
投
資
す
る
と
い
ふ
如
き
状
態
で
あ
っ
て
r
流
動
茸
金

は
減
少
し
'
危
険
菅
生
の
虞
が
あ
っ
た
｡
故
に
こ
の
種
工
作
は
土
地
銀
行
の
据
任
す
べ
き
と
こ
ろ
と
す
る
.
こ
の
輯
土
地
銀
行
と
し
て
は
市
銀
行
を

改
阻
す
る
外
に
.
全
国
に
大
規
模
組
織
の
土
地
銀
行
を
設
け
､
以
て
不
動
産
の
交
易
及
び
砥
常
を
推
進
せ
ん
と
す
る
.

支
那
岱
行
乗
務
の
紙
型

第
三
巻

二
九
九

第
三
瀬

九
九



支
那
銀
行
兼
務
の
簸
型

第
三
者

三

〇
〇

第
三
解

7C

O

(
≡
)

合
作
鈍
行

支
那
に
お
い
て
は
曹
釆
各
省
に
信
用
合
作
庇
の
組
織
が
あ
る
D
こ
の
積
合
作
杜

は
耽
々
農
民
銀
行
或
は

商

業蛇
行
を
以
T

Tir

の
金
融
の
調
耕
を
な
す
も
の
と
す
る
0
然
る
に
農
良
銀
行
乃
至
南
米
鈍
行
が
信
用
合
作
社
に
調
妙
す
る
は
AJの
業
務
上
の
た
だ

1
部
分
に
と
ど
よ

る

も
の
で
あ
-
'
こ
れ
を
専
ら
な
す
も
の
で
は
な
い
O
信
用
令
作
社
は
郷
村
に
限
局
さ
れ
る
も
の
I-
な
･/

大
都
柿
に
も
亦
設
ユ〟
さ
る
べ
き
も
の
fJ
あ

る
か
ら
'
全
国
的
に
令
作
鈍
行
を
設
立
す
れ
ば
.
信
用
舟
作
軒
だ.以
て
骨
員
と
な
し
'
令
作
兜
行
が
信
用
令
作
砧
に
垂
郎
調
7FR･rお
供
す
る
こ
と
il
p

-
.
必
紫
に
鯨
じ
iJ
中
央
促
行
借
入
金
に
借
換
せ
し
め
'
全
問
的
に
令
埠
的
な
る
調
雛
を
光
さ
ん
-
T
る
O

以
上
三
雄
の
鈍
行
は
中
軸
農
托
銀
行
数
中
心
･U
な
し
.
そ
の
中
枢
た
る
屯

の

土

71小紙
歓
穀
備
し
て
二
山砂
緋
Le
は
こ
れ
に
協
力
し
t

m
指

呼
S

J墜
爪

が
;
=絹
請

.;;7(
離

れ
か

i

右

が
如

く

不
軌
的
連
繋
を
把
持
せ
し
め
ん
と
す
る
碗
憩
で
あ
JTQI
o

か
-
の
如
き
銀
行
系
統
の
類
別
を
明
確
に
す
る
に
お
い
て
期
待
せ
ん
と
す
る
は
次
の
と
と
ど
も
で
あ
る
.
即
ち
普
通
贋

の
乗
続

下
に
あ
つ
て
は
'
商
工
業
は
流
動
資
金
乃
至

1
部
長
期
賓
金
の
調
達
を
得
る
こ
と
に
な
-
'
豊
栄
銀
行
の
系
統
下
に
あ
つ
て
は
盤
柴

土
地
及
び
合
作
事
業
は
中
期
乃
至
長
期
資
金
の
達
用
を
得
る
と
と
に
な
る
｡
併
せ
て
人
材
の
映
乏
'
管
理
の
不
良
を
銀
行
倒
産
改
善

に
即
席
し
て
隻
数
を
畢
げ
ん
と
す
る
.

こ
れ
等

一
聯
の
見
解
は
固
よ
り
至
常
の
琴
請
に
拙
づ
る
も
の
で
は
あ
る
が
'
矩
別
の
盤
備
は
軍
に
各
種
銀
行
の
堅

止
に
お
い
て
の

み
賓
現
す
る
も
の
で
は
な
い
O
各
種
銀
行
の
造
営
に
昔
つ
て
は
蘇
碑
な
る
管
理
制
慶
の
要
求
さ
れ
る
と
JJ
ろ
も
亦
こ
･･,
に
あ
る
が
'

銀
行
発
着
自
腰
に
お
い
て
そ
の
繁
務
上
明
確
な
る
立
場
を
確
守
す
る
に
積
極
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

メ

八

修

改

の
基

底

I) 前掲,近百年水中囲之銀行,pp･12-14･
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･
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支
部
に
お
い
て
銀
行
制
定
を
垂
備
せ
ん
と
す
る
の
要
請
は
､
清
末
に
お
い
て
も
若
干
の
根
接
を
取
出
す
こ
と
が
出
来
る
が
'

こ

1

で
は
こ
れ
を
糟
1
I
.
銀
行
が
官
業
の
中
桶
で
あ
-
'
そ
の
室

栗
進
退
は
国
民
経
済
に
形
影
相
伴
ふ
も
の
で
あ
･E/

銀
行
の
専
属
が
図

表
の
金
融

･
財
政
に
繋
帝
な
る
関
係
に
あ
る
は
多
言
を
要
し
な
い
O
銀
行
機
能
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
支
那
喝
白
の
見
解
と
し
て
高

め
ら
れ
た
も
の
も
漸
攻
多
-
こ
れ
を
求
め
得
る
け
れ
ど
も
.
硯
賓
の
推
移
と
し
て
は
支
部
銀
行
党
の
賛
展
は
ネ
平
衡
で
あ
り
'
業
務

a

上
に
鴻
聾
固
な
る
基
礎
を
建
設
し
て
屠
ら
ず
'
組
織
上
に
も
戟
帝
な
る
系
親
を
把
持
し
て
ゐ
な
い
O
新
式
銀
行
に
封
す
る
金
融
統
制

は
幣
制
改
革
皇

剛
鎖
し
て
前
進
し
た
も
の
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
'
銀
行
業
務
の
各
班
に
す
ら

て
有
機
的
な
る
聯
閲
は
確
立
せ
ざ

る
ま
ゝ
で
あ
っ
た
｡

支
那
忙
お
け
る
金
融
立
法
は
そ
の
基
底
に
お
い
て
は
紫
紺
範
敵
を
贋
肌
に
亘
り
措
る
も
の
と
し
'
然
も
取
締
内
容
を
研
密
に
及
び

拳
･1V･7-
♂
2
,J
て
ll
元
的
統
制
を
期
し
燕
も
〟
で
盈
つ
た
こ
と
は
'
そ
の
傘
湖
補

償
渉
規
を
概
槻
す
る
に
お
ーい
て
川
妖
いな
りわ
ぬ
け
が

hチ
.)
)
ノヽ
･･
ノ
■

あ
る
｡

法
意
と
し
て
は
銀
行
業
韓
の
各
原
型
に
つ
い
て
明
確
な
る
も
の
ieLJ保
持
し
ー
然
も

7
元
的
に
統
師
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ

り
/

銀
行
業
務
の
各
類
型
は
そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
に
遇
進
を
望
ん
だ
け
れ
ど
も
､
硯
賓
は
法
律
の
匡
正
を
受
入
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ

･zl
､
又
規
正
壌
和
の
要
請
が
起
っ
た
過
去
に
つ
い
て
も
若
干
滴
れ
た
如
-
で
あ
る
.

昭
和
十
一ハ
年
十
二
月
八
日
大
東
空
政
事
の
勃
廷
す
る
や
､
そ
の
影
響
は
遁
接
的
に
大
陸
金
融
の
動
向
を
決
定
す
る
も
の
が
生
起
し

た
D
も
つ
と
も
新
政
梧
下
の
建
設
地
値
に
諸
富
す
る
地
域
に
あ
つ
て
は
'
支
那
事
壁
以
降
牧
に
展
開
し
た
基
本
方
策
を
撃
貌
せ
し
む

る
も
の
で
は
な
く
し
て
'
そ
の
取
-
裾
れ
る
方
針
が
.u
l

に
明
確
な
る
規
童
と
し
て
前
進
を
強
化
し
た
る
動
向
に
お
い
て
把
塩
さ
れ

る
も
の
を
い
ふ
O
支
那
に
お
い
て
は
金
融
磯
紺
に
つ
い
て

の
取
締
法
規
は
遡
っ
て
若
干
を
拾
ひ
得
る
け
れ
ど
も
ー
本
格
的
な
る

1
1冗

支
那
銀
行
業
務
の
新
型

第

三
番

三
0
1

第

三
薪

107

軋
柑
開
閉
関
跳
関
田

1) A.Kannの所見 においては新米 占:では こ41'7よしとするo
E.Kann.Modem Banl【n(.1〔･･S]nChirLa.FlnanCe-andCommetce,
August:]1.1937

2) 中圃銀行経済研究乱 生国銀3喜,EF凍(良隅-=:十 六年版),p･591



支
那
銑
行
業
務

の粕
塑

第
三
啓

三
C)二
第
三
流

一〇二

的
取
締
法
規
と
し
て
現

萱
に
受
箱
に
至
っ
た
も
の
は
大
東
亜
故
季
後
に
お
い
て
で
あ
り
'
然

も
和
平
建
設
地

霞
に
制
約
し

てで
あ

る
｡

1.
歩
譲
っ
て
そ
れ
以
前
の
擬
締
法
規
乃
至
整
備
建
議
の
如
き
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
も
'
そ
れ
は
単
な
る
要
請
に
と

ゞ
ま
っ
た
｡
抗
戦
救
園
地
屈
に
お
い
で
の
商
鐘
の
軸
締
汝
硯
の
性
格
に
も
欧
空

白
及
し
た
と
,･J
ろ
で
あ
る
が
p

民国
二

十

九
年
八
月

七
日
横
枚
僻
側
の
公
布
し
官
悔
し
た
る
非
常
時
新
管
理
銀
行
智
行
耕
法
に
お
い
て
も

1
般
商
業
釦
府
の
流
刑
と
い

ふ

鮎

に

ま

で

到

達

し
た
こ
と
を
許
す
が

ー
新

式

鈍

行

牟

怖

い

対
校
的
JLi
-T･?蓮

常
に
閥
し
て

は
不
鮮
明
で
あ
っ
し.ul
｡
然
る
に
連
荘
拙
慣
忙
つ
い
て
/.:y

化

支

那

に
お

け

る

民

固

l
ニ
丁
勺

十
二
月
十
一
日

公
布

し
賛
鶴
し
た
る
金
融
梯
閑
管
理
規

則
や
甲
支
部
に
お
け
る
民
閣
三
十

一
年
八
月
二

十
二
日
公
布
し
菅
施
し
た
る
管
理
金
融
械
開
智
行
耕
法
は
両
者
に
多
少
の
間
隔
の
あ
る
JJ
と
は
認
め
る
が
'
両
者
は
均
し
-
金
融
機

関
全
面
に
亘
つ
て
の
一
元
的
有
機
的
造
営
と
期
す
る
と
こ
ろ
ま
で
近
接
せ
ん
と
し
た
る
取
締
法
た
る
は
勿
静
で
あ
る
.
た
だ
類
別
に

つ
い
て
の
明
確
な
る
も
の
は
同
枚
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.LJ
と
は

三
n
挿
入
Lし
て
置
-
必
要
が
あ
る
｡

以
上
に
お
い
て
は
支
那
銀
行
に
討
し
て
､
そ
れ
は
普
通
銀
行
と
特
殊
銀
行
の
業
務
に
つ
い
て
'
そ
の
交
流
に
従
っ
て
境
界
の
不
明
瞭

な
る
Jに
つ
い
て
時
代
の
要
請
を
基
底
と
し
て
そ
の
傾
向
を
要
約
し
た
に
と
ゞ
ま
る
も
の
で
は
あ
る
が
'
支
那
銀
行
に
つ
い
て
雑
則
化

の
停
滞
性
を
見
た
も
の
で
あ
る
o
惟
ふ
忙
停
滞
性
な
る
用
語
は
徒
死
支
那
の
各
方
面
に
亘
っ
て
論
議
さ
れ
て
来
て
ゐ
る
も
の
で
は
あ

事
情
に
お
い
て
見
る
に
r第
二
次
世
界
戟
率
の
勃
蔑
せ
し
頃
よ
り
'
英
国

･
悌
蘭
両
等
の
在
支
勢
力
は
既
に
漸
攻
後
退
し
っ
1
あ
-
'

大
東

亜
戟
牢
の
起
る
や
米
国

･
英
国
の
侵
略
的
地
盤
は
清
掃
さ
れ
た
.
支
那
乃
至
東
洋
の
停
滞
性
な
右
莫
然
た
る
概
念
は
西
欧
人
仁

よ
り
植
付
け
ら
れ
'
こ
れ
は
結
局
LEL.散
人
に
よ
っ
て
刈
凝
ら
れ
る
こ
と
た
く
今
日
に
及
ん
だ
O
今
や
東
洋
に
葦
原
･と
な
っ
た
倣
米
の
勢

y
i

f



,
J

･

.

.

･
-

･L

=･皇

-

力
は
東
洋
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
午
等
並
有
の
基
調
に
お
い
て
停
滞
性
を
打
破
し
'
躍
進
の
第

1
歩
を
跨
出
J
.た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が

出
乗
る
O
東
洋
の
停
滞
性
は
支
部
の
停
滞
性
と
同
義
語
に
さ
へ
捷
桶
さ
れ
て
釆
た
が
.
我
国
の
立
場
は
､
支
那
を
舞
嘉
と
し
て
暗
躍

侵
蝕
せ
し
欧
米
の
残
存
勢
力
に
封
し
て
具
肝
に
こ
れ
を
撃
砕
L
t
支
那
再
建
設
の
先
導
的
役
割
を
具
し
っ
1
あ
る
わ
け
で
あ
る
.
令

次
の
大
東
亜
哉
零
が
東
洋
諸
国
の
濁
立
解
放
を
tZIr標
と
し
て
ゐ
る
こ
と
よ
-
自
明
の
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が
'
東
洋
に
お
け
る

1
切

の
停
滞
性
は
沸
拭
さ
れ
つ
J
あ
る
o
東
洋
の
全
地
域
に
お
い
て
平
面
的
共
存
関
係
の
確
立
さ
れ
る
環
に
､
我
国
の
立
場
は
､
東
洋
の
､

支
部
の
分
割
を
免
れ
し
め
る
忙
預
っ
て
貢
献
せ
し
と
こ
ろ
は
頒
-
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
'
支
那
の
鮭
史
的
停
滞
性
を
除
去

]

す
る
に
舟
い
て
酵
兜
的
建
設
が
遜
行
rJ
れ
つ
-
あ
る
n-
そ
れ
は
姫
い
て
支
部
金
融
に
つ
い
て
も
そ
の
停
滞
悼
む
取
除
く
に
大
き
く
即

戟
と
な
り
支
帯
JJ
怒
っ
て
ゐ
る
は
い

.
L
を
伐
た
ぬ
け
れ
ど
屯
'
牧
で
宥
nu,qq1に

Ⅶ
た
把
附
記
せ
る
所
以
は
'
封
外

的

的

如
+
.d
取

除
-
な

急
務
と
す
る
｡
過
去
の
支
部
に
お

い
て
も
同
国
建
設
へ
の
意
団
は
喚
起
TLlれ
て
は
ゐ
た
が
'
苛
茸

上
の
経
過
に

徴
す
れ
ば
成
果
乏
し

き
も
の
で
あ
っ
た
.
銀
行
額
別
へ
の
要
請
も
､
既
往
に
お
い
て
も
こ
れ
を
見
る
こ
と
は
出
来
た
け
れ
ど
も
'
た

ゞ
そ
れ
だ
け
に
と
ゞ

ま
つ
た
が
'
今
日
は
既
に
そ
の
規
賓

へ
の
菅
環
を
期
待
す
る
｡

表
都
銀
朽
業
の
嫡
碑
に
つ
い
て
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
稚
秀
の
崎
形
的
推
移
に
放
置
す
べ
き
は
許
さ
れ
な
い
｡
支
那
銀
行
の
訣
鮎
と

し
て
畢
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
是
正
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
O
第

l
の
最
大
挟
鮎
と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
も
の
は
支
部
銀
行
の
無
統
刷

で
あ
る
｡
支
那
銀
行
は
自
然
蔑
生
的
に
漂
設
さ
れ
た
る
を
以
て
'
系
統
な
き
ま
1
に
放
任
せ
ら
れ
た
.
こ
の
鮎
は
均
し
-
論
ぜ
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
｡
弟
二
の
統
括
は
.
銀
行
界
に
人
材
乏
し
き
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
.

1
殻
に
銀
行
組
織
小
規
模
亙
る
を
以
て

支
部
銀
行
業
務
の
類
型

第
三
奄

三
〇
三

第

三
哉

1
0
三



支
那
銀
行
券
務
の
叛
型

第
三
巻

三
〇
四

第
≡
戟

70
円

人
材
の
訓
練
に
妖
ぐ
る
と
こ
ろ
を
訴
へ
て
ゐ
る
｡

無
系
統
と
い
は
れ
る
鮎
に
つ
い
て
の
改
善
に
は
新
式
銀
行
'
嘗
式
金
融
校
閲
'
更
に
外
国
銀
行
を
包
括
し
て
一
元
的
に
統
制
せ
ん

と
す
る
要
請
の
出
づ
る
ほ
常
然
で
あ
る
｡
銀
行
系
統
の
整
備
に
つ
い
て
は
在
来
欧
に
そ
の
聾
を
聞
い
た
も
の
で
あ
聖

そ
れ
等
は
稚

索
支
部
側
自
健
に
お
い
て
修
改
を
痛
感
し
て
ゐ
た
,LJ
と
が
ら
で
は
あ
る
が
i
jJ
れ
を
繁
供
に
移
す
推
進
力
が
依
然
と
し
て
放
け
て
ゐ

舞
い.6

割
悦
郎
に
安
部
金
融
を
取
掛
に
邦
せ
ん
と
し
て
備
は
り
死
つ
た
Au

銀
行
業
務
捨
官
署
に
つ
い
て
の
臆
綿
怒
る
は
養
成
に
待
つ
べ

L
と
は
い
へ
'
そ
れ
は
革
に
金
融
業
務
の
部
署
跨
任
を
明
確
に
す
る
に
お
い
て
の
意
義
に
と
ゞ
ま
っ

て
は
な
ら
な
い
.
そ
れ
は
新
し

い
支
那
建
設
の
日
棟
に
向
つ
て
'
大
東
亜
建
設
b
l
環
と
し
て
の
l>1場
を
し
っ
か
り
と
地
盤
と
し
た
自
覚
の
喚
起
で
あ
り
昂
場
で
あ

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
｡
金
融
法
親
の
規
制
と
銀
行
業
者
の
運
営
と
が
基
底
と
な
る
と
こ
ろ
に
こ
の
要
請
が
か
1
る
｡

/

3) 前拭,近百年釆中国之銀行,p･12･


