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朝
鮮
に
於
け
る
金
矯
替
本
位
制

の
濫
鰭

松

:孝

見

!司

P;. 

-=So 
Sヨ

周
知
の
こ
と
く
重
商
主
義
の
綱
領
は
金
を
以
っ
て
古
と
し
犬

る
に
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
政
策
の
結
果
が
金
を
以
っ
て
経
済
政

策
の
根
本
的
た
目
的
物
と
せ
る
こ
と
は
ま
た
嘗
然
で
あ
る
a

か

く
て
金
銭
あ
る
園
は
そ
れ
よ
り
の
金
の
採
掘
に
走
り
、
令
一
鏑
な

き
園
は
貿
易
を
重
ん
じ
之
に
よ
る
金
の
集
中
に
熱
中
し
た
こ
と

は
己
に
史
震
に
飴
り
に
詳
し
い
。

我
闘
に
於
い
て
も
明
治
初
期
又
は
共
以
前
よ
り
の
泰
西
資
本

主
義
経
済
特
に
重
商
主
義
経
消
の
輸
入
が
自
ら
金
の
流
出
入
に

注
目
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
特
に
明
治
時
代
に

入
っ
て
、
と
れ
が
た
め
に
割
外
貿
易
を
作
興
し
金
の
集
中
を
意

朝
鮮
に
於
げ
る
金
魚
替
本
位
制
の
濫
筋

回
し
た
と
と
は
隠
れ
な
き
事
費
で
あ
る
。
後
年
朝
鮮
に
於
け
る

金
司
柿
#
甘
木
位
制
剖
ち
朝
鮮
に
於
け
る
通
貨
の
後
行
機
備
を
日
本

に
於
け
る
疋
貨
に
よ
る
に
至
れ
る
事
賓
は
か
く
の
ご
と
き
事
情

に
そ
の
萌
芽
を
作
れ
る
も
の
で
あ
る
。
卸
ち
明
治
九
年
二
月
日

本
の
朝
鮮
に
謝
す
る
倹
約
は
、
針
外
修
交
の
意
聞
に
於
い
て
成

立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
我
弘
政
府
は
之
と
通
商
を

開
始
し
、
我
が
閣
の
周
貨
を
流
通
せ
し
め
朝
鮮
選
出
の
金
を
買

収
ぜ
ん
と
す
る
の
弦
間
」
を
布
ち
、
そ
の
結
川
市
が
や
が
て
日
本

、yf
事
ム
在
一
日
U

〉
河
門
苦
い
l
b
E
J
l
t

占
肉
、
、

/
オ
一
一
ロ
間
仕
性
首
位
H
U
ふ
れ
弔
曲

M
U
U叫

HAr--
議t

7--

~jt 
:lfb 
4与
本
イ立
ihH 

を
成
立
せ
し
め
る
に
五
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
と
の
政
策
の
ど

と
き
全
く
這
般
の
閥
係
を
語
る
以
外
の
何
も
の
台
も
左
い
。

こ
の
こ
と
は
併
し
之
を
日
本
に
於
け
る
金
矯
替
本
位
制
の
採

用
理
由
と
較
べ
る
と
き
共
間
必
や
し
も
一
致
を
見
出
し
得
な

ぃ
。
こ
の
こ
と
は
本
問
題
の
取
扱
に
於
い
て
最
も
重
要
注
る
特

性
の
一
で
あ
る
。
こ
の
と
と
に
つ
い
て
は
以
下
順
失
論
遁
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
ご
と
き
相
遣
を
来
き
し
め
た

る
所
以
は
日
本
忙
於
け
る
資
本
主
義
制
経
済
の
構
成
在
朝
鮮
の

そ
れ
と
の
聞
に
は
相
具
れ
る
溌
展
段
階
が
存
す
る
か
ら
で
あ

第
四
ナ
一
巻

第
六
協

Ju 

八
七
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朝
鮮
に
於
げ
る
金
符
替
水
位
制
の
濫
鯵

る
。
一
光
来
日
本
及
び
朝
鮮
の
開
闘
に
於
い
て
何
れ
が
先
づ
資
本

主
義
制
経
済
の
展
開
に
遁
程
に
は
い
っ
た
か
と
い
ふ
聡
か
ら
見

れ
は
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
一
般
に
日
本
に
は
い
り
こ
ん
だ

文
化
の
そ
れ
の
ご
と
く
、
支
那
大
陸
よ
り
朝
鮮
を
経
過
し
来
た

も
の
で
は
な
く
し
て
一
象
に
泰
問
よ
り
日
本
に
波
来
し
た
も
の

勺
』

F

ペノ、
F

、

一

l
i
i

は:、
J
U川
F
A
ド卜一
h
E
F
T
U
こ
-
Z
¥
t
y
t
一
T
-
S
L
U
i
z
r

t

之
防
止
十
一
対
抗
h
u
z
J
K
子『羽
1
J諮
刊
和
が

の
展
開
は
、
日
本
に
於
い
で
H
十
〈
も
こ
の
展
開
を
終
っ
た
の
に

反
し
、
朝
鮮
に
於
い
て
は
著
し
く
説
滞
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
日
本
に
於
け
る
資
本
主
義
制
経
済
的
膨
脹
は
必
然
的
に
向

ひ
、
途
に
朝
鮮
を
し
て
そ
の
好
む
と
好
ま
古
る
と
に
拘
ら
や
日

本
の
経
桝
的
支
配
の
下
に
立
た
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
る
に
五
つ

た
。
と
の
こ
と
が
貨
に
朝
鮮
の
金
魚
替
本
位
制
を
成
立
さ
せ
る

に
至
っ
た
根
本
的
原
因
で
あ
り
、
そ
の
結
以
は
貿
易
に
よ
る
朝

鮮
へ
の
貨
幣
的
進
出
並
に
朝
鮮
に
於
け
る
金
地
金
町
民
入
を
目
標

と
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
設
展
が
こ
こ
に
第
一
銀

行
乃
至
朝
鮮
銀
行
の
貸
付
資
本
の
作
用
態
を
機
縁
と
し
て
朝
鮮

に
於
け
る
金
時
岬
判
官
木
位
制
を
完
成
せ
し
め
る
に
五
っ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
の
設
展
の
勢
は
営
に
朝
鮮
の
み
に
止
ら
友
か

第
四
十
一
巻

i¥ 
七

第
六
時
蜘

一
二

O

っ
た
、
夏
に
進
ん
で
満
洲
支
那
共
他
に
射
し
で
も
其
の
影
響
を

加
へ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
3

然
る
に

H
本
に
於
け
る
会
鏡
北
竹
本
位
制
の
成
立
は
か
く
の
ど

と
ま
先
進
資
本
主
義
闘
の
資
本
の
進
出
に
よ
る
結
果
で
は
た

い
。
と
の
と
と
は
己
に
他
の
機
舎
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
全
く

日
十
小
が
明
治
一
一
十
ヒ
八
年
戦
役
の
結
県
主
り
ロ
V
J

ド
ン
に
で
交

取
れ
る
償
金
を
憶
保
と
し
て
逃
用
さ
れ
た
も
の
で
る
る
。

従
っ
て
朝
鮮
に
於
け
る
金
一
筋
格
本
位
制
の
激
鰭
は
日
本
の
そ

れ
と
は
異
り
、
近
世
資
本
主
義
制
経
済
の
必
然
的
強
展
過
程
に

起
れ
る
一
類
型
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
帰
米
に
於
け
る
運
営
就

中
そ
の
活
用
も
資
本
主
義
制
経
済
の
褒
展
形
態
に
於
け
る
必
然

的
運
命
へ
の
闘
心
を
特
に
染
め
し
め
る
。

こ
の
意
味
に
於
い
て
日
本
内
地
及
び
朝
鮮
に
於
け
る
金
鶴
替

本
位
制
の
般
傍
は
之
を
同
一
視
し
得
な
い
。
そ
の
日
本
内
地
に

於
け
る
軍
要
性
と
朝
鮮
に
於
け
る
そ
れ
と
は
異
れ
る
形
式
に
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
射
日
本
資
本
主
義
制
経
済
の
設
展
よ

-
り
し
て
特
に
朝
鮮
の
金
潟
村
竹
本
位
制
研
究
に
つ
い
て
の
意
義
と

特
性
と
を
認
め
ざ
る
を
得
た
い
。
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私
は
以
下
こ
の
蹴
角
か
ら
し
て
ま
づ
朝
鮮
に
於
け
る
金
鴻
替

本
位
制
採
用
以
前
の
貨
幣
欣
態
、
特
に
そ
の
滝
貨
教
理
、
貨
幣

制
度
樹
立
の
内
容
を
活
ぺ
、
次
に
朝
鮮
に
於
け
る
金
矯
待
本
枕

制
の
探
刑
事
情
並
に
そ
の
内
容
を
漣
ぺ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
命
ぽ
此
等
の
過
程
を
通
巳
て
特
に
私
が
強
調
せ
ん
と
す
る

拙
は
唱
上
埴
せ
る
ご
と
く
、
資
本
主
義
制
経
作
の
設
展
上
共
の

後
進
凶
の
金
協
谷
本
位
制
は
如
何
に
生
成
し
焚
日
比
す
る
か
と
い

ふ
こ
と
を
明
に
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

朝
鮮
金
震
替
本
位
制
前
史

朝
鮮
に
於
い
て
は
元
来
貨
幣
制
度
と
稀
す
べ
き
も
の
友
く
、

費
目
貝
貸
借
一
に
謂
は
ゆ
る
韓
銭
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
。
日

方号 車章
い貿
て易
例の
へ j邑
~る
釜や
山韓
在 i議
五刀 の

晶貨
人幣
は i買
措値

22Z 
を LE
哩足
汀し
ι く
預
入こ
オ工 こ

之に

に
針
し
韓
銭
手
形
の
夜
行
を
請
求
し
て
之
を
流
通
さ
し
て
ゐ

た
。
更
に
明
治
十
五
六
年
の
頃
蛍
伍
銭
の
鋳
造
が
行
は
れ
た

が
、
同
二
十
二
三
年
頃
よ
り
同
二
十
五
六
年
の
頃
に
至
り
粗
悪

銭
の
統
治
行
は
れ
、

そ
の
結
川
市
一
時
は
銅
地
金
に
亜
鉛
熱
を
混

朝
鮮
に
於
り
る
金
魚
替
本
位
制

ω濫
傍

和
せ
る
も
の
を
使
用
し
、
遂
に
は
銑
織
を
さ
へ
用
ひ
る
に
至
つ

tc 
明
治
二
十
四
年
政
府
は
近
代
的
貨
幣
制
度
の
採
用
を
決
定

し
、
典
闘
局
を
設
け
銀
本
位
制
に
よ
ら
ん
と
し
た
が
失
敗
し
、

明
治
三
十
七
年
八
月
を
以
っ
て
再
び
近
代
的
貨
幣
制
度
の
成
立

を
企
て
、
新
式
貨
幣
強
行
学
程
を
公
布
し
、
日
本
銀
闘
を
標
準

と
せ
る
貨
幣
制
度
を
成
立
せ
し
め
ゃ
う
と
し
た
。
と
の
と
と
は

一
見
銀
貸
本
位
制
の
如
き
期
が
あ
っ
た
が
、
貨
幣
の
錯
活
断
る

〈白、少
、. < 

4
1
1
r
t
s
c
i
m
-
-
J
:
、
!
"
司
t

h

そ
グ
一
鋸
ヨ
ゼ
ヌ
。
ふ
砂
川
F
骨
ド
h
m
q
H
E
4
a
y
E
F
F
F
4
れ
起
き
お

と
れ
亦
途
に
成
功
す
る
に
至
ら
在
か
っ
た
。

然
る
に
新
式

貨
幣
務
行
学
程
第
七
僚
に

「
新
式
貨
幣
が
多
額
に
鋳
造
さ
れ
る

ま
で
は
外
国
貨
幣
を
促
肘
す
る
こ
と
を
得
。
但
し
本
国
貨
幣
と

同
質
問
且
一
旦
同
僚
の
も
の
は
通
用
を
許
す
」
と
い
ふ
規
定
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
漸
次
朝
鮮
園
内
に
メ
キ
シ
コ
銀
貨
及
び
日
本
銀
貨

の
流
通
を
増
加
せ
し
恥
、
特
に
メ
キ
シ
コ
銀
貨
に
賢
治
が
多
か

っ
た
こ
と
は
こ
こ
に
日
本
銀
貨
を
し
て
そ
の
信
用
を
重
か
ら
し

め
、
明
治
三
十
年
の
頃
に
は
そ
の
流
遁
額
二
一

O
O高
乃
至
三
五

O
高
闘
を
一
不
す
に
至
っ
た
ロ

第
四
十
「
谷

第
六
抗
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朝
鮮
に
於
げ
る
合
符
替
木
位
制
の
濫
鱗

然
る
に
日
本
は
明
治
三
十
年
新
に
金
本
位
制
を
採
用
す
る
こ

と
と
な
り
そ
は
営
然
に
従
来
の
一
国
銀
貨
を
廃
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
、
乙
の
こ
と
は
朝
鮮
に
於
け
る
日
本
商
人
を
し
て
従

来
粗
悪
た
る
朝
鮮
錯
貨
に
よ
る
著
し
き
不
利
不
便
を
避
け
る
た

め
貿
易
支
腕
手
段
と
し
て
従
来
の
↑
閲
銀
貨
に
刻
印
を
附
し
た

る
も
の
の
週
間
を
桁
笠
せ
し
め

L

日
本
及
び
刺
附
附
闘
政
仰
い

請
願
ぃ
。
そ
の
承
認
を
得
る
に
至
り
、
か
く
て
銀
本
位
制
は
賓

際
上
朝
鮮
の
本
位
制
と
怒
る
に
至
っ
た
。
と
れ
賓
に
日
本
通
貨

朝
鮮
進
出
の
第
一
歩
で
あ
忍
。

向
叉
日
本
政
府
は
明
治
十
五
年
日
本
銀
行
設
立
後
そ
の
疋
貨

準
備
充
賓
の
た
め
金
の
吸
牧
に
努
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
明

治
十
七
年
に
は
巳
に
従
来
朝
鮮
に
於
い
て
金
塊
及
び
砂
金
の
買

入
に
従
事
し
て
ゐ
た
第
一
銀
行
の
希
望
に
針
し
一
ヶ
年
の
期
限

を
有
す
る
三
十
蔦
闘
の
資
金
を
貸
下
げ
、
朝
鮮
の
砂
金
及
び
上

海
の
「
テ
エ
ル
」
銀
の
寅
入
を
行
は
し
め
た
。
向
同
十
九
年
五
月

に
は
政
府
は
更
に
同
行
に
命
じ
日
本
銀
行
と
の
聞
に
地
金
銀
取

入
に
闘
す
る
約
定
を
結
ば
し
め
、
賀
入
資
金
を
日
本
銀
行
よ
り

受
け
し
め
る
こ
と
と
し
た
の
み
な
ら
や
、
更
に
同
年
九
月
に
は

第
四
十
一
容

第
六
時
抗

八
七
四

一一一

政
府
は
三
年
の
期
限
を
有
す
る
十
高
闘
の
預
金
を
貸
下
げ
た
の

で
、
共
の
結
果
合
時
貿
易
向
振
は
や
更
に
支
那
商
人
の
競
争
等

あ
り
し
に
も
拘
ら
や
明
治
十
九
年
五
月
よ
り
同
二
十
二
年
八
月

ま
で
に
日
本
銀
行
の
受
取
れ
る
地
金
銀
は
二

O
O高
闘
に
達
し

た
。
し
か
も
向
桝
加
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
の
で
政
府
は
吏

亡

T
1
4河
川
叫

t
E
T
に

〆

1
白、
L
似
し
勺
J

こ

こ

1
5
H
長
'
ド
ヨ
L
C
副
つ

ph，d
E
A
1
h
ド
ー
ゥ

λ
X
E
-
-
L
下

T
4
J
i
L
H
F
4
1
4
d
1
t
P
E
-
-
ノ

y〈
肝
心

J-

P

叩

O

サ
J

か
〈
て
明
治
三
十
年
に
は
日
本
は
そ
の
金
本
位
制
を
採
則
し

た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
日
本
政
府
は
朝
鮮
産
金
額
を
調
査
し

そ
の
一
年
二
百
賞
以
上
の
金
塊
を
買
入
れ
る
と
と
の
困
難
左
ら

ざ
る
を
知
る
や
、
明
治
三
十
二
年
日
本
銀
行
を
し
て
再
び
第

銀
行
に
買
入
資
金
を
融
通
し
、
同
行
ま
た
京
城
に
地
金
分
析
所

を
設
け
地
金
取
扱
規
則
を
定
め
た
。
こ
れ
よ
り
し
て
地
金
の
頁

一
ヶ
年
五
百
賞
以
上
に
及
ぶ
に
至
り
、
日
本

入
大
い
に
進
み
、

の
朝
鮮
に
於
け
る
地
金
買
入
に
一
大
飛
躍
を
示
し
た
が
、
此
間

の
事
情
は
ま
た
‘
貨
に
朝
鮮
に
於
け
る
金
鴻
替
本
位
制
の
成
立
と

密
接
不
離
の
関
係
に
あ
る
。

か
〈
の
ご
と
く
日
本
通
貨
の
朝
鮮
進
出
及
び
日
本
の
朝
鮮
産

溢i宰祭-:朝鮮園幣王L議によれば忍案は突の五ケ傑ょう成る。
第一、現在朝鮮三港〈釜山浦、仁川、元山)及京城に流遁する一国銀は朝鮮

政府の所有と雨圃人民の所有とに論な〈其所粛の翠lこ従ひ一定の刻印{e
捺し営分此刻印銀貨を以て朝鮮圃貿易場流遁貨幣に充てしなる事

第二、刻印銀貨を以て朝鮮嗣貿易場の流通貨常fらしbることは竣め朝鮮
政府に同意せしむる事



金
貫
入
の
成
功
せ
る
時
に
あ
た
り
、

ロ
シ
ヤ
は
次
第
に
南
下
し

来
り
、
特
に
明
治
三
十
年
十
一
月
ア
レ
キ
セ
エ

7

の
韓
岡
財
政

顧
問
と
な
り
、
更
に
明
治
三
十
一
年
二
月
京
城
に
露
韓
銀
行
の

設
立
計
聾
さ
れ
る
に
及
ん
で
刻
印
附
一
閲
銀
貨
の
圏
内
流
通
を

以
つ
?
韓
国
の
閣
成
に
闘
す
る
も
の
と
し
て
之
が
流
通
排
斥
を

主
張
し
、
途
に
明
治
三
十
四
年
(
光
武
吾
牛
)
に
は
日
本
の
金
本

位
制
に
類
似
せ
る
韓
国
貨
幣
傑
例
を
制
定
す
る
と
共
に
、
更
に

羽
市
付
一
山
叫
投
陥
託
)
庖
マ
也
』
ピ
部
一
I
k
r
z
a
-
-
z
j
:
。
L-4υ

雪

fEι
一

1
4
1
f
f・-
Z
〉
白
河
一

J
J
-
'
t
-
3
J
7
T
天
れ

Z
I

許平日目土入、、
A
J
E
U
K
U
辺、い

hr石
川
コ
怯
T
F
問。
-
D
5
:
1
4
、
二
円
d
L上

:

ご

市
，
仁
川
目
『
七
4
t
J
E
ι
3
L
J
V〆
酔

Z
H門

1
4
1
1
[
J
d
J
t
J
C
1
1
u
J
日
ハ
μ
完

の
金
貸
本
位
制
採
用
で
あ
る
。
併
し
蛍
時
韓
図
に
於
い
て
は
寛

質
的
に
は
何
等
金
本
位
制
樹
立
運
用
べ
の
準
備
が
行
は
れ
て
ゐ

な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
金
本
位
制
採
用
は
軍
に
形
式
上
の
も
の

た
る
に
止
り
、
賓
質
的
に
は
失
敗
せ
ぎ
る
を
得
た
か
っ
た
。
し

か
も
前
議
ぜ
る
と
と
〈
刻
印
附
一
闘
銀
貨
の
流
通
を
禁
じ
た
結

果
、
圏
内
に
於
け
る
通
貨
の
快
乏
を
将
来
し
た
の
で
政
府
は
補

功
貨
併
に
よ
り
て
之
を
補
は
ん
と
し
、
白
銅
貨
の
鋳
遣
を
行
ひ

併
せ
て
そ
の
改
鋳
従
金
を
も
求
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

ζ

れ
ら
の
こ
と
は
自
ら
遁
貨
の
濫
造
と
た
り
信
用
の
失
墜
と
な
っ

朝
鮮
に
於
げ
る
金
伶
替
本
位
制
の
准
錫

て
物
債
の
騰
貴
激
避
を
生
ぜ
し
め
、
財
政
経
済
の
溌
遼
を
恥
害

し
た
。此

時
に
於
い
て
貿
易
ト
一
の
障
碍
左
海
閥
税
取
扱
上
の
不
利
と

を
除
却
す
る
た
め
、
首
時
己
K
上
遁
せ
る
ご
と
〈
朝
鮮
金
融
界

に
活
動
せ
る
第
一
銀
行
は
銀
行
朱
の
護
行
を
企
て
、
日
本
政
府

の
援
助
に
よ
り
韓
国
同
行
文
底
に
於
い
て
引
換
を
行
ふ
無
記
名

式
一
時
比
例
銀
行
指
悼
の
務
行
を
大
蔵
省
に
脱
出
で

E
の
許
可
を
得

ヨ
リ
」
三
一

A
L
日
l

日
時
手

J3MhJヨ
ιリ川
Jip
一
主
可
〉
、

にド
τ
1
1
3
i
ゐ
「
b
Z
4
4
4
ο
剥
M

庁
目
ハ
を
HAua-

議
行
銀
行
採
は
所
有
者
の

月以一一

f
i
l
-
-
;・
'

炉

J

A

-

-

i

:

I

f

-

-

-

手
日
ド
よ
4
科
目
印
れ
が
M
U
一zh
何
刈
↓
y
M双
U
仕
弥
町
刊
に
判
れ
い
い
て

同
額
の
日
本
通
貨
と
の
引
換
を
行
ふ
こ
と
と
し
た
。

と
の
際
殻

行
高
の
制
限
に
つ
い
て
は
何
等
規
定
さ
れ
た
か
っ
た
が
そ
の
金

額
は
約
一
三

C
寓
闘
に
及
ん
だ
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
此
種
銀
行

券
の
登
行
乃
至
通
用
に
聞
し
て
は
韓
図
政
府
内
に
於
い
て
も
ロ

シ
ヤ
に
好
意
を
有
つ
人
々
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
、
特
に
明
治

十
五
年
九
月
外
部
大
臣
越
乗
式
は
銀
行
雰
授
受
の
禁
止
を
命
じ

た
た
め
、
日
本
代
理
公
使
萩
原
滞
一
の
抗
議
と
友
り
、
翌
年
一

月
遂
に
該
訓
令
を
取
消
さ
し
め
ゎ
。

然
る
に
共
後
外
務
大
臣
の
更
迭
行
は
れ
て
銀
行
禁
の
通
用
は

第
凶
十
一
巻

八
七
五

第
六
時
碗

一
一

第三、現今朝鮮国貿易場に流通する日本銀行の免換券は白由交換のご方法な
きを以て貿易場の耳元号l示Tご周満 ft 云ム ~1尋十依て此免換券も無打交換の
方法を設げられたき事

第問、免換券無打交換の方法を設くるに，;t}C交換基金として左の金衡を朝
鮮各地に備へ置き突換所扱銀行を定め之{e取扱はしめ其引換たる免換券
又は金貨を以て更に一国銀貨の:交fsl“{e請ふときは日本銀行は何時にて色



朝
鮮
に
於
げ
る
金
傍
替
木
位
制
の
濫
鯵

再
び
獄
ぜ
ら
れ
、
京
城
府
ヂ
も
亦
銀
行
指
悼
の
授
受
を
厳
罰
す
る

旨
殻
表
し
た
の
で
銀
行
努
の
引
換
請
求
盛
に
起
り
‘
就
中
京
城

仁
川
に
於
い
て
最
も
著
し
か
っ
た
。
林
公
使
及
萩
原
代
理
公
使

は
相
共
に
携
へ
て
之
に
抗
議
し
途
に
撤
同
を
見
る
に
全
っ
た
。

日
本
は
こ
の
事
情
に
鑑
み
、
明
治
一
二
十
六
年
二
月
そ
の
務
行

取
締
事
巾
引
を
改
め
第
一
飢
'
れ
も
亦
前
旧
同
飢
行
規
川
宇
一
改
医
し
て

払
れ
か
む
信
州
紘
幹
と
そ
の
慾
桁
規
定
と
を
取
締
っ
た
。
そ
の

内
容
に
よ
れ
ば
.
銀
行
採
夜
行
高
は
五

O
O高
闘
を
限
皮
と
し

銀
行
法
護
行
高
に
封
し
て
は
日
本
通
貨
及
び
有
償
詮
赤
に
よ
る

同
組
の
引
換
準
備
を
ゐ
く
と
し
、
引
換
準
備
は
銀
貨
及
び
日
本

銀
行
先
換
が
を
正
貨
準
備
と
し
、
公
伯
殺
害
、
商
業
手
形
、
哨

園
又
は
韓
国
政
府
の
詮
雰
を
保
誰
準
備
と
す
る
の
外
‘
更
に
正

貨
準
備
は
韓
関
各
支
庖
出
張
所
に
於
い
て
、
保
設
準
備
は
京
城

支
屈
に
於
い
て
之
を
備
へ
、
引
換
準
備
率
に
つ
い
て
は
丹
波
行
商

一
O
O寓
圃
未
満
な
る
と
き
は
そ
の
三
分
の
一
、
殻
行
高
一

O

O
高
園
以
上
友
る
と
き
は
そ
の
二
分
の
ふ
と
規
定
さ
れ
た
。

か
く
の
ご
と
き
は
日
本
が
第
一
銀
行
を
通
じ
て
朝
鮮
に
一
種

の
金
四
刷
替
本
位
制
を
寅
施
さ
せ
た
過
程
で
る
る
が
、
こ
の
金
額

第
四
十
一
巻

第
宍
拡

匹l

八
七
宍

は
明
治
三
十
七
年
末
に
於
い
て
三
三
七
高
闘
に
遼
す
る
に
至
つ

た
。
こ
の
こ
と
が
遂
に
そ
の
後
日
本
財
政
顧
問
を
し
て
朝
鮮
に

於
け
る
貨
幣
本
付
制
は
金
鏡
北
廿
本
位
制
在
る
べ
き
こ
と
を
決
定

せ
し
め
る
に
至
っ
た
所
以
の
断
芽
的
貿
質
的
根
様
で
あ
る
。

金
骨
刷
替
志
位
制
め
探
用

同
門
戸

F
一
司
]
‘
1
・
A

-

3

1

1

1

二

F』

f
f内
1
Hリ
p

t

'
』

a

;

l

t
u
f
島
ト
ト
叫
が
い
一
一
コ
h

l

t

品
川
[
ヰ

J
I
此
rι
駐
R
主
即
ι

寸

y
q
k
E

っ
た
が
、
と
れ
に
よ
っ
て
典
闘
局
は
廃
止
さ
れ
、
更
に
は
白
銅

貨
供
給
の
停
止
、
日
本
に
よ
る
貨
僻
鋳
造
政
策
の
賓
施
、
貨
僻
巾

制
度
の
改
疋
、
之
に
伴
ふ
整
理
方
法
等
K

が
相
次
い
で
褒
表
さ

れ
た
。
朝
鮮
に
於
村
る
金
総
桜
本
位
制
同
質
に
と
の
貨
物
桜
山
山

政
策
に
於
い
て
賓
質
的
形
式
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

爾
来
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。
乙
の
朝
鮮
の
金
偽
替
本
位
制
の
端

時
刊
は
寅
に
日
本
よ
り
招
聴
さ
れ
た
財
政
顧
問

(
日
賀
同
種
太
郎
)

に
よ
う
て
明
治
=
一
十
七
年
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
貨

幣
制
度
整
理
の
要
動
並
に
幣
理
方
法
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

I 

貨
幣
制
度
整
理
の
妥
結

( 

ー
) 

韓
閣
に
本
位
貨
幣
友
し
、
物
慢
の
挺
動
激
甚
に
し
て

英運賃保険料を支排して之~交付すべき事
f旦此交付すべきー閲銀貨は固よち刻印押捺のものた呂ベ害事
交換資金の総高はー闘銀貨六折践固とし其内部主の角Iし
京城 扮五寓園 仁川 EIJ合l笥圃
釜山浦 拾五高岡 元山津 若 Î~i 閥
外l二木浦、鋲南iili を開港するときは雨地自.7i~.1曽3闘を要すべし



商
工
業
の
焚
達
、
財
政
の
確
立
得
て
望
む
べ
か
ら
や
、
宜
し
〈

債
絡
の
基
準
を
定
む
べ
し
。

( 

ー
) 

白
銅
貨
怖
は
、
製
法
粗
悪
に
し
て
私
銭
賢
治
し
易
し
、

殊
に
数
年
来
の
般
遣
に
加
へ
て
私
信
悌
治
の
行
は
る
る
こ
と
久

し
く
、
殆
ど
共
疋
協
を
分
別
し
難
き
に
至
れ
り
、
放
に
之
に
代

へ
て
趨
首
の
補
助
貨
を
後
行
す
る
こ
と
ザ
又
葉
銭
は
其
流
通
瀬

拶
多
に
し
て
、
且
粗
思
貨
の
流
通
砂
か
ら
守
、
放
に
之
を
引
上

げ
泊
首
の
分
円
五
に
収
縮
し
、
北
ハ
粗
謡
た
る
も
の
は
之
を
陵
す
べ

E 

整
理
方
法

( 

ー
) 

韓
関
の
通
商
及
交
通
上
、
最
も
近
接
す
る
も
の
は
日

本
開
放
り
、
放
に
韓
凶
貨
幣
の
本
位
は
之
を
日
本
国
と
同
一
に

矯
す
こ
と
。

( 

ー
→ 
) 

韓
国
貨
幣
制
度
の
成
否
に
、
最
も
利
害
の
闘
係
を
有

す
石
も
の
は
亦
日
本
国
友
り
と
す
。
放
に
韓
国
政
府
は
、
日
本

政
府
若
く
は
日
本
政
府
の
保
設
を
以
っ
て
資
金
を
借
入
る
る
こ

と

以
上
二
方
針
の
賃
現
を
期
せ
ん
が
た
め
に
は
、
左
の
方
策
に

朝
鮮
に
於
げ
る
金
枠
内
替
本
位
制
の
涯
場

依
る
を
最
も
遁
笛
た
り
と
す
。

( 

) 

韓
関
貨
幣
の
基
礎
及
議
行
貨
幣
を
全
然
日
本
と
同
一

に
す
る
こ
と
。

( 

一一ー) 

時
押
図
貨
幣
制
度
と
同
一
な
る
日
本
貨
幣
の
流
通
を
認

む
る
こ
と
。

( 

) 

Il、す本
;降、る{!l:
政、こ貨
If手、と幣
日〉、、 1泣
庇、表 l亡
倍、く免
及、は換
1!f<、目、雰
;語、本、は
位、古色、
J;J.、換、日
亡、君主、本
ず、を、の
る、準、も
こ、備、の
と、と、を
。し、j;J.

ー亡、 つ
、 て

約
鮮
に
於
け
叩
臼
金
崎
刷
ん
一
竹
本
佐
川
は
買
に

K
G
V
H
V開
方
法

(
三
)
の
規
定
の
後
半
即
ち
「
本
位
貨
幣
並
に
免
換
券
は
之
を
日

本
先
故
山
一
仰
を
準
備
と
し
て
日
本
政
府
の
監
督
及
保
設
を
以
て
」

褒
行
ず
る
こ
と
友
る
規
定
中
に
存
ず
る
。

此
の
案
は
上
沼
せ
る
明
治
三
十
四
年
(
光
武
冗
年
)
一
一
月
肋
令

第
四
読
を
以
っ
て
公
布
せ
る
韓
国
貨
幣
傑
例
が
金
本
位
制
に
嫁

っ
て
居
り
、

そ
の
内
容
も
亦
日
本
の
貨
幣
傑
例
に
類
似
し
て
ゐ

た
の
で
改
め
て
明
治
三
十
八
年
(
光
武
九
年
)
一
月
勅
令
を
以
つ

て
そ
の
賞
施
を
公
布
し
、
貨
幣
整
叩
唱
に
芳
子
ず
る
こ
と
を
宣
言

ず
る
と
共
に
、
政
府
は
更
に
勅
令
を
以
っ
て
公
然
日
本
通
貨
の

第
四
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一
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第
六
波
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朝
鮮
に
於
げ
る
金
符
替
水
位
制
の
濫
筋

流
通
左
承
認
す
る
外
、
第
一
銀
行
と
契
約
を
結
ん
で
之
を
中
央

銀
行
と
し
、
従
来
第
一
銀
行
が
夜
行
せ
る
銀
行
匁
を
以
っ
て
本

位
貨
に
代
る
べ
き
放
力
を
有
っ
と
し
た
た
め
一
、
第
一
銀
行
の
愛

行
す
る
銀
行
中
亦
は
日
本
の
金
貨
及
び
銀
行
公
と
共
に
韓
岡
本
位

貨
た
忍
の
地
位
を
獲
得
し
穴
の
で
あ
る
が
.
設
に
第
一
銀
行
赤

W
F
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一」戸一
h
L
客引合

y
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d
r
L
r
h
阿
川
以

f
J
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司

U
U
H
J
F
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町
一
み
よ
ご
〕
4
シ

令
官
ド
ル
/
寸
ノ
コ

f
E
一
〉
ト
い
仁
ι
4
4
b提

/fヴ
ク

J主
ド
戸
山

l
J
r
E
J」
仁
守
町
布
凡

式
と
賓
質
と
に
於
い
て
一
の
金
筋
棒
本
位
制
の
採
別
で
あ
る
と

い
は
友
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

お
も
こ
の
第
一
銀
行
朱
は
、
既
に
漣
べ
た
る
が
ご
と
く
、
明

治
三
十
五
年
の
頃
は
海
闘
所
在
地
に
於
い
て
一
覧
挽
約
束
手
形

と
し
て
流
通
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
走
れ
そ
の
営
時
本
位
貨

と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
刻
印
附
一
闘
銀
貨
が
北
清
事
費
の
た

め
支
那
に
流
出
せ
る
の
み
で
な
く
、
更
に
一
国
先
換
鼻
持
も
次
第

に
回
収
さ
れ
、
海
闘
税
徴
牧
上
頗
る
困
難
を
感
じ
た
か
ら
で
あ

る
。
後
、
明
治
三
十
五
年
と
れ
亦
上
述
せ
る
が
ご
と
く
、
朝
鮮

の
金
本
位
制
採
用
は
海
閥
税
を
も
亦
銀
建
よ
り
金
建
と
す
る
に

至
っ
た
の
で
、
第
一
銀
行
は
誌
に
明
治
三
十
五
年
五
月
日
本
一
迎

貨
を
引
換
と
し
て
一
樹
、
五
園
、
拾
闘
の
三
種
の
銀
行
努
を
褒

第
四
十
一
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第
六
協

八
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ムノ、

行
し
流
通
せ
し
め
た
。
こ
の
と
と
は
一
時
は
障
碍
を
受
け
た
が

そ
の
信
用
は
遂
に
日
本
銀
行
先
換
山
政
に
匹
敵
し
、
明
治
三
十
七

年
四
月
に
は
そ
の
流
通
高
賞
に
一
三

O
寓
闘
に
達
す
る
に
至
つ

た。
-
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第
一
銀
行
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取
扱
諜
時
代
闘
ナ
ゐ
規
沼
松
山
比
め
、
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d弘三
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ト

以
っ
て
韓
国
の
法
貨
た
る
こ
と
そ
承
認
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
寅
に
上
述
せ
る
が
ご
と
き
第
一
銀
行
の
信
認
に
よ
っ
て
韓
国

が
同
行
を
ば
そ
の
中
央
銀
行
と
し
、
そ
の
護
行
す
る
銀
行
宏
を

ば
法
貨
と
し
て
認
め
る
に
至
っ
た
か
ら
で
る
る
円
今
第
一
銀
行

に
於
け
る
銀
行
採
焚
行
規
定
を
見
る
と
、
同
行
は
そ
の
業
務
に

つ
い
て
外
務
、
大
蔵
雨
大
臣
の
監
督
を
受
け
、
そ
の
褒
行
高
に

到
ナ
る
引
換
に
充
て
る
た
め
同
額
の
金
貸
金
銀
地
金
及
び
日
本

銀
行
先
換
雰
を
誼
く
を
要
す
と
し
、
又
こ
の
正
貨
準
備
に
よ
る

の
外
一

0
0
0高
闘
を
限
る
保
静
岡
準
備
、
更
に
必
裂
に
舷
や
る

制
限
外
夜
行
等
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
れ
賓
に
朝
鮮
に
於
け

る
金
四
刷
替
本
位
制
採
用
の
最
初
で
あ
る
。
第
一
銀
行
は
そ
の
後

更
に
韓
国
銀
行
と
な
り
、
再
特
し
て
朝
鮮
銀
行
と
な
ワ
て
以
つ

此問題に闘する第一銀行及び韓国線税務司プヲウンの斡旋は重要な結果を
麗してゐる。 9) 第一銀行:第一銀行五十年小庇 pp.75-77 

10) 之に聖母しではまたイギ日スの!亘書母ゐ h棟、税務司ブラウ Y また海開設として
の収納を認めたのでロシヤはアレキセエフの佳世解き同年四月には露梓銀
行を色閉鎖した。 II) 朝鮮銀行:鮮満鰹部百:十年克 pp.12-13 
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で
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
が
、

そ
の
聞
に
於
い
て
銀
行
晶
悼
の
強
行

準
備
は
終
始
と
の
規
定
に
そ
の
根
減
を
置
い
た
。

国

要

ー冨

以
上
朝
鮮
に
於
け
る
金
鋳
替
本
位
制
の
般
傍
に
つ
い
て
漣

ぺ
た
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
ご
と
〈
朝
鮮
に
於
け
る
通
貨
の
笈

行
が
日
本
に
於
け
る
一
止
貨
を
準
備
と
し
て
夜
行
さ
れ
る
に
五
つ

た
所
以
は
立
入
っ
て
云
へ
ば
日
本
金
融
機
闘
が
平
く
も
朝
鮮
の

毎
樹
党
?
杖
茂
こ
目
撃
川

r
S
F
-
L
一
、
を
l

J

4

-
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直
伸
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4
i
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i
-
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〈

、

よ

|

即

ヰ

t
I
h
-
-
4

の
地
金
銀
の
貫
入
を
行
へ
る
ご
と

そ
の
聞
に
朝
鮮
の
通
貨
欣

態
に
不
動
の
根
嫁
を
占
め
た
こ
と
、

そ
し
て
迭
に
日
本
の
銀

行
が
朝
鮮
の
銀
行
家
議
行
機
閥
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
等
が

注
目
す
ぺ
き
結
で
あ
る
。
向
こ
こ
で
は
説
明
す
る
機
舎
が
友
か

っ
た
が
此
聞
朝
鮮
政
府
に
融
逝
せ
る
貸
上
金
は
前
後
六
同
に
亙

っ
て
ゐ
る

Q

と
の
こ
と
も
亦
朝
鮮
に
於
け
る
金
銭
替
本
位
制
の

成
立
原
闘
と
し
て
少
か
ら
ざ
る
分
け
前
を
有
引
。

品
川
し
そ
の
一
般
傾
向
か
ら
見
る
と
.
日
本
針
朝
鮮
貿
易
の
護

展
が
自
ら
日
本
に
於
け
る
金
本
位
制
の
披
大
浸
透
を
悲
雪
起
さ

朝
鮮
に
於
げ
る
金
傍
替
本
位
制
の
澄
鰯

せ
る
に
至
っ
た
も
の
で
る
り
、
換
言
す
れ
ば
日
本
に
於
い
て
比

較
的
早
く
そ
の
緒
に
つ
い
た
資
本
主
義
制
経
済
の
発
展
が
、
之

に
後
れ
た
朝
鮮
に
逸
早
〈
浸
潤
し
て
行
っ
た
事
貨
を
示
す
も
の

で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
は
日
本
が
智
て
欧
米
諸
国
に
よ
っ
て
教
へ

ら
れ
た
鮪
を
そ
の
ま
ま
と
れ
を
朝
鮮
に
麹
加
せ
る
も
の
に
外
な

ら
な
い
。
こ
の
傾
向
は
一
一
宮
に
と
の
時
期
の
み
に
止
ら
な
い
。
そ

の
後
明
治
三
十
七
八
年
戟
役
、
世
界
大
械
を
結
、

日
本
資
本
主

義
制
経
消
の
鷲
尽
力
が
盆
と
強
化
強
調
さ
れ
る
に
於
い
て
朝
鮮
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て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此
等
の
駄
に
つ
い
て
は
更
に
稿
を
改
め
て

説
明
す
る
で
あ
ら
う
。

第
凶
十
一
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第
六
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じ

第一銀行第一銀行五十年小史 pp.84.-85 
1t も金魚;替本位市IJの完成には或はそ C~: 岡庫との関係中央銀行としての地位
等の傑件が加はるでめらう。併し、此等の却については別の機舎に漣ベる。
日本に於いて色明治初年に封外貿易がごさ外国の支底若〈は出張所じよっ
てぞの手11主主力t聾断Zれたことは常時の貿易の利便に於いて名状しがたさ困
難を感せずしめた。(東洋経済新報耐 金融六十年良 p.'47) 
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