
第
七
十
三
卷

第
二
號

�
成
二
十
六
年
九
�
發
行

民
國
�
の
上
海
會
審
公
廨
に
お
け
る
手
續
と
慣
例
に
つ
い
て

︱
︱
民
事
訴
訟
事
件
を
例
に
︱
︱

郭

ま

い

か

は
じ
め
に

第
一
違

會
審
公
廨
の
�
�

第
二
違

訴
訟
手
續
規
則

(一
九
一
五
)
の
制
定
と
そ
の
背
景

第
三
違

規
則
の


用
を
め
ぐ
る
公
廨
內
の
對
立

第
四
違

各
國
臨
時
�
會
審
官
問
題

お
わ
り
に

は

じ

め

に

會
審
公
廨

(會
審
衙
門
)
と
は
︑
一
九
世
紀

ば
に
上
海
共
同
租
界
に
お
い
て
設
立
さ
れ
︑
中
國
人
と
外
國
人
の
閒
で
發
生
し
た
訴
訟
事
件
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を
�
っ
た
合
同
裁
�
�
で
あ
る
︒
會
審
公
廨
は
樣
々
な
國
籍
を
持
つ
人
々
が
共
存
す
る
租
界
と
い
う
場
に
お
い
て
多
く
の
訴
訟
事
件
を
處
理
し

て
お
り
︑
そ
の
地
位
や
�
價
は
�
目
に
値
す
る
︒
し
か
し
︑
關
聯
�
料
の
量
が
膨
大
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
多
く
が
未
公
刊
の
狀
態

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
硏
究
は
い
ま
だ
手
�
な
ま
ま
で
︑
一
九
二
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
ア
ナ
ト
ー
ル
・
コ
テ
ネ
フ
の
大
著(1

)
が
重
�
�
獻
と
し
て

參
照
さ
れ
續
け
て
い
る
︒
一
九
九
〇
年
�
後
︑
會
審
公
廨
に
着
目
し
た
大
陸
の
先
行
硏
究
に
は
︑
公
廨
の
�
國
�
義
�
側
面
を
強
�
し
た
も
の

や(
2
)

︑
�
代
法
の
�
 
を
�
價
し
た
も
の(3

)
な
ど
が
あ
り
︑
歐
米
で
は
西
洋
の

“legal
theory”
と
中
國
の

“disciplinary
theory”
と
の
相
2

點
に
着
目
し
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
が
︑
公
廨
で
の
問
題
と
は
中
國
�
な
體
制
の
中
で
外
國
人
會
審
官
と
中
國
人
裁
�
官
の
ど
ち
ら
が
優
位
に
立

つ
か
と
い
う
對
立
に
あ
っ
た
と
結
論
附
け
て
い
る(4

)
︒
�
年
の
硏
究
成
果
と
し
て
は
︑
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
が
著
書
の
中
で
あ
ま
り
觸
れ
な
か
っ
た

公
廨
の
制
度
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
臺
灣
の
楊
湘
鈞
の
硏
究
や(5

)
︑
淸
5
に
お
け
る
法
�
多
元
�
義
と
會
審
制
度
に
�
目
し
︑
中
國
で
の
治
外

法
權
の
展
開
を
日
本
と
の
對
比
で
分
析
し
た
カ
ッ
セ
ル
の
硏
究(6

)
が
あ
る
︒
ま
た
︑
日
本
に
お
い
て
も
︑
本
野
英
一
が
基
本
�
な
諸
法
律
が
缺
如

し
︑
人
材
が
不
足
し
て
い
た
中
國
側
に
お
け
る
差
役
の
腐
敗
︑
監
獄
の
不
備
と
い
っ
た
問
題
點
を
指
摘
し
︑﹁
體
面
あ
る
﹂
華
人
と
犯
罪
者
集

團
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
を
行
っ
て
い
る(7

)
︒

し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
先
行
硏
究
は
ど
れ
も
租
界
を
中
國
と
西
洋
の
對
立
地
點
と
す
る
見
方
を
拭
え
て
は
お
ら
ず
︑
共
存
の
場
と
し
て
の
租
界

の
側
面
に
も
�
目
し
な
け
れ
ば
︑
會
審
公
廨
の
性
格
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
視
點
か
ら
︑
公
廨
の
人

員
�
成
︑
手
續
規
則
を
中
心
と
す
る
公
廨
の
體
制
に
つ
い
て
檢
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒
同
じ
く
制
度
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
楊
湘
鈞
の

硏
究
は
︑
公
廨
の
諸
制
度
の
不
備
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
り
︑﹁
公
廨
は
始
9
政
治
�
な
干
涉
を
;
け
續
け
﹂︑﹁
�
代
法
の
�
 
に
何
も
寄
與

し
な
か
っ
た(8

)
﹂
と
の
�
價
を
下
し
て
い
る
が
︑
國
權
回
復


動
や
治
外
法
權
撤
廢


動
が
高
ま
り
を
見
せ
る
中
で
︑
何
故
外
國
人
管
理
下
の
會

審
公
廨
に
大
量
の
案
件
が
持
ち
<
ま
れ
た
の
か
︑
何
故

世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
會
審
公
廨
が
生
き
な
が
ら
え
た
の
か
と
い
う
︑
中
國
人
社
會

が
>
す
る
積
極
�
動
機
に
つ
い
て
の
說
@
は
不
十
分
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
本
稿
で
は
︑
上
海
の
經
濟
發
展
に
A
い
そ
の
重
�
性
を
增
し
た
>
力

中
國
人
商
人
團
體
で
あ
る
上
海
總
商
會
を
中
國
側
の
對
象
と
し
て
取
上
げ
︑
彼
ら
が
と
り
わ
け
重
視
し
て
い
た
�
決
の
執
行
や
被
吿
の
召
喚
︑
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保
證
人
の
確
保
な
ど
と
い
っ
た
︑
現
場
に
お
け
る
手
續
の
具
體
�
な


用
方
法
を
D
う
こ
と
で
︑
そ
の
實
態
を
@
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
︒

上
記
の
問
題
と
關
聯
し
て
︑
本
稿
で
は
�
料
の
性
質
上
︑
イ
ギ
リ
ス
を
議
論
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
と
な
る
が
︑
中
國
對
西
洋
と
し
て
語
ら
れ

が
ち
で
あ
る
二
項
對
立
�
な
枠
組
み
を
解
體
す
る
た
め
に
は
︑
上
海
で
�
も
勢
力
の
大
き
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
中
國
と
の
關
係
を
︑
共
同
租
界

の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
各
國
と
の
閒
で
生
じ
る
諸
問
題

(こ
こ
で
は
訴
訟
手
續
問
題
を
�
う
)
の
中
に
位
置
づ
け
︑
相
對
E
し
て
捉
え
る
べ
き
で

あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
共
同
租
界
に
利
F
關
心
を
>
す
る
各
國
領
事
館
の
代
表
が
︑
公
廨
の
人
事
や


營
方
針
に
つ
い
て
︑
對
等
な
立
場
で

協
議
を
行
っ
て
い
た
H
上
海
各
國
領
事
團
に
焦
點
を
當
て
る
の
が
�
も
I
當
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
︑
本
稿
で
は
︑
領
事
團
が
會
審
公
廨
を
直

接
の
荏
配
下
に
置
く
こ
と
と
な
っ
た
辛
亥
革
命
以
影
の
時
�
に
�
目
し
た
い(9

)
︒
ま
た
︑
�
年
中
國
に
お
け
る
�
代
法
制
J
に
つ
い
て
硏
究
の
關

心
が
高
ま
っ
て
い
る
が(10

)
︑
從
來
の
會
審
公
廨
硏
究
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
公
廨
の
諸
問
題
と
︑
中
國
に
お
け
る
法
の
�
代
E
が
い
か
な
る
關
係
に

あ
る
の
か
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
く
︑
西
洋
�
代
法
が
段
階
�
に
傳
瓜
中
國
へ
�
 
し
た
と
い
う
見
方
を
再
檢
討
す
る
必
�
も
あ
ろ
う
︒

こ
う
い
っ
た
問
題
K
識
の
も
と
︑
本
稿
は
會
審
公
廨
で
の
裁
�
記
錄
を
殘
し
た
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
�
書
︑
上
海
市
檔
案
館
に
保
存
さ
れ
て
い

る
會
審
公
廨
檢
察
處
と
工
部
局
と
の
閒
の
M
復
�
書
と
い
っ
た
一
N
J
料
に
加
え
︑
日
本
外
務
省
外
O
J
料
館
の
會
審
公
廨
關
係
�
料
や
﹃
上

海
總
商
會
組
織
J
�
料
彙
P
﹄︑
當
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
﹃
東
方
雜
誌
﹄
や
﹃
法
律
Q
刊
﹄︑
上
海
に
お
い
て
廣
く
讀
ま
れ
た
﹃
申
報
﹄︑

N
orth
C
h
in
a
H
erald
な
ど
を
用
い
て
︑
上
記
の
問
題
の
解
決
を
試
み
た
い
︒
ま
ず
︑
第
一
違
で
辛
亥
革
命
以
影
に
お
け
る
領
事
團
管
理
下

の
會
審
公
廨
の
組
織
と
人
事
を
槪
觀
し
た
上
で
︑
第
二
違
で
は
訴
訟
手
續
規
則
と
抵
觸
す
る
慣
例
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
第
三
違
で
は
︑

手
續
を
獨
占
�
に
管
理
す
る
民
事
會
審
官
を
め
ぐ
る
公
廨
內
で
の
對
立
に
つ
い
て
分
析
し
︑
第
四
違
で
︑
そ
の
慣
例
の
正
當
性
の
根
據
を
︑
臨

時
�
會
審
官
と
の
比
�
と
上
海
總
商
會
と
の
關
係
に
基
づ
き
@
ら
か
に
す
る
︒
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第
一
違

會
審
公
廨
の
�
�

第
一
`

辛
亥
革
命
以
�
の
會
審
公
廨
の
問
題
點

淸
代
ま
で
の
會
審
公
廨
に
は
︑
現
代
の
法
廷
に
一
般
�
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
司
法
行
政
機
�
は
成
立
し
て
お
ら
ず
︑
法
廷
內
で
の
法
規
E
︑

制
度
E
が
試
み
ら
れ
た
も
の
の(11

)
︑
瓜
一
し
た
組
織
の
完
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
︑
案
件
が
�
初
に
提
訴
さ
れ
た
時
點
で
は
裁
�
は
行

わ
れ
ず
︑
原
吿
が
裕
福
で
あ
る
か
︑
あ
る
い
は
裁
�
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
審
理
を
行
う
こ
と
で
︑
公
廨
の
職
員

ら
が
事
務
作
業
を
輕
減
す
る
と
い
っ
た
問
題
が
M
々
に
し
て
見
ら
れ
た(12

)
︒
何
よ
り
も
︑
租
界
の
外
國
人
が
頭
を
惱
ま
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
中

國
人
差
役
の
腐
敗
問
題
が
︑
當
時
の
公
廨
に
お
け
る
�
大
の
b
F
の
一
つ
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
︒
差
役
と
は
會
審
公
廨
に
お
け
る
中
國
人
下
c

職
員
の
こ
と
で
あ
り
︑
公
廨
が
發
行
す
る
d
捕
狀
や
召
喚
狀
を
租
界
警
察
や
民
事
被
吿
に
屆
け
る
役
割
を
f
っ
て
い
た
が
︑
買
辦
な
ど
の
體
面

あ
る
中
國
人
が
被
吿
と
し
て
公
廨
に
召
h
さ
れ
る
際
︑
差
役
が
彼
ら
か
ら
賄
賂
を
;
け
取
る
か
わ
り
に
︑
わ
ざ
と
令
狀
の
i
j
を
遲
ら
せ
︑
被

吿
の
租
界
外
へ
の
k
l
を
手
助
け
す
る
と
い
っ
た
問
題
が
頻
發
し
て
い
た
た
め
︑
租
界
の
外
國
人
ら
は
公
廨
の
體
制
に
大
き
な
不
滿
を
m
い
て

い
た(

13
)

︒
こ
う
い
っ
た
中
國
側
と
外
國
側
の
對
立
の
深
E
は
︑
つ
い
に
一
九
〇
五
年
の
大
鬧
會
審
公
廨
案
と
い
う
暴
動
事
件
を
引
き
起
こ
す
ま
で

に
至
り
︑
體
制
の
危
險
性
を
n
識
し
た
中
國
人
裁
�
官
が
中
心
と
な
っ
て
公
廨
の
諸
問
題
へ
の
對
策
を
圖
っ
た
が
︑
問
題
解
決
へ
の
糸
口
が
つ

か
め
ぬ
ま
ま
に
︑
一
九
一
一
年
︑
辛
亥
革
命
が
卷
き
起
こ
っ
た
︒

革
命
の
勃
發
に
よ
り
︑
淸
5
の
權
力
體
制
は
瓦
解
し
た
︒
こ
れ
に
A
い
︑
會
審
公
廨
の
組
織
は
解
體
し
︑
法
廷
は
混
亂
に
陷
る
こ
と
と
な
っ

た
が
︑
依
然
︑
公
廨
に
は
裁
�
を
o
え
た
案
件
が
數
多
く
殘
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
北
京
政
府
の
實
權
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
暫
定
�
な
措
置
と

し
て
︑
會
審
公
廨
は
一
旦
上
海
領
事
團
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
中
國
人
裁
�
官
の
任
免
權
も
領
事
團
に
移
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑

北
京
政
府
の
政
權
確
立
後
も
︑
領
事
團
は
北
京
政
府
が
革
命
以
�
の
公
廨
の
問
題
を
克
q
で
き
る
ま
で
は
︑
こ
れ
を
r
h
で
き
な
い
と
�
張
し
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て
讓
ら
な
か
っ
た
︒
そ
も
そ
も
︑
中
國
で
は
民
法
や
商
法
に
關
す
る
法
典
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
租
界
の
實
s
に
鑑
み
て
も
︑
現
行
の
體
制

で
經
濟
活
動
が
成
り
立
っ
て
い
る
以
上
︑
租
界
の
體
制
に
と
っ
て
か
わ
る
權
威
あ
る
法
典
が
中
國
で
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
︑
會
審
公
廨
の
卽
時

�
な
r
h
は
現
實
�
で
は
な
か
っ
た(14

)
︒
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
︑
領
事
團
の
管
理
の
も
と
︑
會
審
公
廨
に
お
け
る
組
織
の
改
革
や
︑
管
u
權

の
擴
張
が
v
が
れ
た
︒

第
二
`

會
審
公
廨
の
改
組
後
に
お
け
る
變
E

領
事
團
の
�
w
に
よ
る
會
審
公
廨
の
改
組
に
つ
い
て
槪
觀
す
る
と
︑
ま
ず
︑
公
廨
の
組
織
は
大
き
く
裁
�
部
と
事
務
部
の
二
つ
に
分
け
ら
れ

た
︒
裁
�
部
の
役
職
は
從
來
の
公
廨
の
體
制
を
踏
襲
し
て
お
り
︑
中
國
人
裁
�
官
と
各
國
領
事
館
の
代
表
で
あ
る
外
國
人
會
審
官
と
が
こ
れ
を

擔
當
し
︑
そ
の
人
事
は
x
て
領
事
團
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
中
國
人
裁
�
官
は
一
名
の
裁
�
長

(正
讞
員
／
正
會
審
官
)
と
四

名
の
裁
�
官

(讞
員
／
副
會
審
官
)
か
ら
な
り
︑
x
て
の
裁
�
に
出
席
す
る
︒
一
方
︑
外
國
人
會
審
官
は
中
國
人
裁
�
官
を
補
佐
す
る
副
審
︑

准
裁
�
官
の
よ
う
な
地
位
に
當
た
り
︑
一
九
一
四
年
の
時
點
で
︑
臨
時
�
會
審
官
︑
𠛬
事
會
審
官
︑
民
事
會
審
官
︑
特
別
會
審
官(15

)
の
四
種
に
分

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
特
に
︑
淸
代
ま
で
は
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
に
外
國
人
會
審
官
が
干
涉
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑
�
`
で

述
べ
た
よ
う
な
問
題
に
加
え
︑
一
人
の
中
國
人
裁
�
官
の
み
が
裁
�
を
行
う
と
公
�
を
缺
く
恐
れ
が
あ
る(16

)
と
し
て
︑
一
九
一
二
年
か
ら
外
國
人

會
審
官
の
出
廷
が
n
め
ら
れ
た
︒
こ
う
い
っ
た
變
E
を
反
映
し
︑
怨
た
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
が
民
事
會
審
官
で
あ
る
︒
一
方
︑
臨

時
�
會
審
官
は
非
常
任
の
會
審
官
で
あ
り
︑
中
國
人
と
外
國
人
の
閒
で
發
生
し
た
民
事
事
件

(
華
洋
訴
訟
)
の
審
理
を
擔
當
し
︑
原
吿
外
國
人

の
屬
す
る
領
事
館
の
代
表
が
臨
時
�
會
審
官
と
し
て
出
廷
す
る
︒
基
本
�
に
︑
各
領
事
館
の
副
領
事
が
會
審
官
に
當
た
る
が
︑
書
記
生
や
z
譯

官
を
會
審
官
と
し
て
出
廷
さ
せ
る
領
事
館
も
あ
り
︑
こ
れ
ら
も
一
律
に
﹁
副
領
事
﹂
と
稱
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
裁
�
部
の
人
事
は
領

事
團
の
K
向
に
依
る
と
こ
ろ
が
以
�
に
增
し
て
大
き
く
な
り
︑
{
に
︑
領
事
團
が
|
出
す
る
民
事
會
審
官
と
𠛬
事
會
審
官
は
︑
自
國
民
が
關
係

す
る
訴
訟
事
件
に
の
み
出
廷
す
る
臨
時
�
會
審
官
と
は
衣
な
り
︑
中
國
人
︑
非
條
}
國
人
に
對
し
て
も
審
理
權
を
>
す
る
常
任
職
で
あ
る
こ
と
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か
ら
︑
こ
れ
ら
の
枠
の
大

を
占
め
る
英
米
二
國
は
︑
公
廨
に
お
け
る
影
~
力
を
{
に
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

ま
た
︑
事
務
部
の
組
織
に
も
重
�
な
變
{
が
加
え
ら
れ
た
︒
�
も
大
き
な
改
革
の
一
つ
に
會
審
公
廨
差
役
制
度
の
廢
止
が
擧
げ
ら
れ
︑
こ
れ

に
よ
っ
て
�
決
の
執
行
に
影
~
を
�
ぼ
し
た
從
來
の
差
役
の
腐
敗
問
題
は
大
い
に
改
善
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
事
務
部
の
中
心
に
怨
た
に
檢
察
處

(R
egistrar̓
s
O
ffice
(17
))

が
設
置
さ
れ
︑
そ
れ
ま
で
中
國
人
が
擔
っ
て
い
た
事
務
作
業
の
ほ
と
ん
ど
を
外
國
人
が
擔
當
す
る
こ
と
と
な
り
︑
彼
ら

は
召
喚
狀
や
d
捕
狀
の
發
行
と
い
っ
た
訴
訟
手
續
の
管
理
や
︑
裁
�
に
お
け
る
金
錢
の
;
け
渡
し
な
ど
の
命
令
を
發
す
る
職
務
を
f
っ
た
︒
こ

の
よ
う
に
︑
裁
�
部
の
人
事
が
領
事
團
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
一
方
で
︑
事
務
部
の
職
員
は
x
て
租
界
行
政
を
取
り
仕
切
る
上
海
工
部
局
か
ら
�

�
さ
れ
︑
特
に
檢
察
處
で
は
工
部
局
警
察
の
人
員
が
職
務
を
擔
當
し
て
い
た
︒
當
初
︑
一
九
一
二
年
の
時
點
で
は
︑
檢
察
處
は
た
っ
た
八
名
と

い
う
か
な
り
の
少
人
數
で
事
務
作
業
を
行
っ
て
い
た
が
︑
租
界
の
擴
張
に
A
っ
て
事
務
部
の
閏
實
が
目
指
さ
れ
た
結
果
︑
一
九
一
八
年
に
は
檢

察
處
の
他
に
五
つ
の
部
署
(總
寫
字
閒
︑
洋
務
案
處
︑
華
務
案
處
︑
O
保
處
︑
�
牘
科
︑
收
荏
處
)
が
增
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
か
く
し
て
︑
以
上

の
よ
う
な
人
員
�
成
の
も
と
で
會
審
公
廨
は
怨
た
に
裁
�
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

第
三
`

外
國
人
會
審
官
の
地
位
と
會
審
公
廨
の
役
割

一
九
一
二
年
の
改
組
を
機
に
︑
以
�
に
增
し
て
法
廷
で
の
役
割
が
重
視
さ
れ
た
の
が
外
國
人
會
審
官
で
あ
る
︒
外
國
人
會
審
官
の
役
割
は
名

目
上
︑
中
國
人
裁
�
官
の
補
佐
�
な
も
の
と
さ
れ
た
が
︑
實
際
︑
裁
�
は
彼
ら
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
が
權
力
を
擔
う

よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
︑
當
時
の
外
國
人
の
中
國
人
裁
�
官
に
對
す
る
不
信
感(18

)
が
擧
げ
ら
れ
よ
う
︒
實
際
︑
淸
代
に
問
題
と
な
っ
た
裁

�
手
續
上
の
腐
敗
と
は
決
し
て
差
役
の
み
に
見
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
裁
�
官
も
し
ば
し
ば
こ
れ
に
携
わ
っ
て
い
た
疑
い
が
あ
っ
た
た
め(19

)
︑

租
界
の
一
部
外
國
人
は
︑
外
國
人
會
審
官
が
中
國
人
裁
�
官
を
監
督
す
る
必
�
が
あ
る
と
強
�
し
て
い
た(20

)
︒

な
に
よ
り
も
︑
租
界
行
政
を
擔
う
工
部
局
が
租
界
の
治
安
維
持
に
對
し
て
�
も
神
經
を
尖
ら
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
會
審
公
廨
も
ま
た
租
界

の
秩
序
を
守
る
と
い
う
點
に
對
し
多
大
な
る
精
力
を
傾
け
て
い
た
︒
租
界
の
人
民
の
生
命
・
財
產
の
安
x
を
確
保
す
る
こ
と
は
︑
工
部
局
に
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と
っ
て
も
各
國
領
事
館
に
と
っ
て
も
�
緊
の
使
命
で
あ
り
︑
且
つ
︑
彼
ら
は
會
審
公
廨
が
管
u
す
る
事
件
は
x
て
租
界
の
安
寧
秩
序
と
密
接
な

關
係
が
あ
る
と
斷
固
�
張
し
て
い
た(21

)
︒
そ
の
た
め
︑
裁
�
で
の
外
國
人
會
審
官
の
立
ち
會
い
は
必
須
で
あ
り
︑
彼
ら
の
監
督
の
も
と
︑
會
審
公

廨
を
中
心
と
し
て
上
海
租
界
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
︑
工
部
局
と
領
事
團
の
�
大
の
目
標
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
外
國
人
會
審
官
に
對
す
る
�
價
に
は
諸
說
あ
る
︒
會
審
官
に
は
x
く
法
律
の
知
識
が
な
い
た
め(22

)
︑
公
廨
は
無
秩
序
な
の
だ
と
い
う

嚴
し
い
指
摘
が
あ
る
一
方
︑
彼
ら
の
多
く
は
法
律
家
の
�
格
を
持
ち
︑
法
律
知
識
も
あ
る
と
の
肯
定
�
な
�
價
を
;
け
る
場
合
も
ま
た
存
在
す

る(
23
)

︒
果
た
し
て
︑
こ
の
よ
う
に
�
價
が
二
分
す
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
︒
實
は
︑
こ
の
點
が
會
審
公
廨
の
實
態
を
讀
み
解
く
上
で
非
常
に

重
�
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
︒

第
二
違

訴
訟
手
續
規
則

(一
九
一
五
)
の
制
定
と
そ
の
背
景

第
一
`

公
廨
に
お
け
る
訴
訟
手
續
の
慣
例

會
審
公
廨
で
民
事
訴
訟
手
續
が
い
か
に
行
わ
れ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
︑
手
續


用
に
多
大
な
權
限
を
>
す
る
民
事

會
審
官
の
性
格
を
︑
い
ま
い
ち
ど
詳
し
く
檢
討
す
る
必
�
が
あ
る
︒
ま
ず
は
︑
�
違
で
少
し
觸
れ
た
民
事
會
審
官
と
い
う
地
位
が
成
立
す
る
過

�
を
詳
細
に
�
っ
て
み
よ
う
︒

會
審
公
廨
で
は
手
續
法
と
呼
べ
る
よ
う
な
確
固
た
る
法
律
は
な
か
っ
た
が
︑
手
續
規
則

(手
續
違
�
)
と
い
っ
た
訴
訟
手
續
の
原
則
に
つ
い

て
鯵
單
に
定
め
た
も
の
は
存
在
し
︑
何
度
か
修
正
が
繰
り
r
さ
れ
て
き
た
︒
公
廨
が
領
事
團
の
管
u
下
に
移
さ
れ
た
直
後
の
一
九
一
二
年
一
�

に
も
﹁
中
國
人
民
事
訴
訟
違
�
﹂
(P
rocedure
in
the
M
ixed
C
ourt
in
C
hinese
C
ivil
C
ases)
が
制
定
さ
れ
︑
淸
代
ま
で
は
n
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
︑
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
に
對
す
る
外
國
人
會
審
官
の
出
廷
に
つ
い
て
の
條
項
が
加
え
ら
れ
た
︒
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑

中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
で
外
國
人
の
利
F
に
關
係
あ
る
場
合
︑
關
係
國
會
審
官
は
﹁
觀
審
﹂
(sit
and
w
atch
the
case)
す
る
こ
と
が
で
き
る
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が
︑
裁
�
に
干
涉
し
て
は
な
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
裁
�
官
に
對
し
說
@
を
求
め
る
權
利
︑
一
切
の
書
類
を
檢
閱
す
る
權
利
を
>
す
る
と
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
こ
こ
に
定
め
ら
れ
る
會
審
官
の
地
位
は
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
︑
領
事
團
の
內
部
で
議
論
が
行
わ
れ
た
結
果
︑

こ
う
い
っ
た
事
件
に
對
し
て
は
﹁
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
を
擔
當
す
る
會
審
官
﹂
に
﹁
領
事
團
を
代
表
し
て
﹂
出
廷
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た(24

)
︒
と
い
う
の
も
︑
中
國
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
︑
特
に
小
賣
店
�
な
ど
に
と
っ
て
は
︑
單
に
觀
審
す
る
の
み
で
な
く
︑
手
續
自
體
に

關
っ
て
く
れ
る
會
審
官
が
い
た
ほ
う
が
よ
い
と
�
斷
さ
れ
た
た
め
で
あ
る(25

)
︒
こ
れ
が
民
事
會
審
官
で
あ
り
︑
彼
ら
は
實
際
に
中
國
人
裁
�
官
と

同
等
の
地
位
に
た
っ
て
�
決
に
關
與
す
る
よ
う
に
な
っ
た(26

)
︒
こ
う
い
っ
た
事
s
に
加
え
︑
一
九
一
二
年
の
違
�
は
そ
も
そ
も
暫
定
�
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
一
九
一
四
年
に
は
實
s
に
合
わ
せ
て
怨
た
な
訴
訟
手
續
規
則
の
起
草
作
業
を
開
始
し
︑
同
年
九
�
か
ら
そ
の
規
則
を
實
際

に
各
案
件
に
�
用
し
て
い
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
た(27

)
︒

し
か
し
︑
民
事
會
審
官
が
x
て
の
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
を
擔
當
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
ず
︑
原
吿
と
被
吿
の
い
ず
れ
か
が
外
國
人

の
�
い
人
︑
ま
た
は
外
國
人
と
の
利
F
關
係
を
>
す
る
場
合
︑
そ
の
外
國
人
の
申
�
に
よ
り
︑
必
�
と
n
め
ら
れ
れ
ば
當
該
國
の
臨
時
�
會
審

官
が
裁
�
に
立
ち
會
う
こ
と
が
で
き(28

)
︑
{
に
︑
外
國
人
に
直
接
︑
ま
た
は
特
別
に
重
大
な
利
F
關
係
を
>
す
る
場
合
︑
當
該
國
人
の
�
屬
國
領

事
か
ら
會
審
公
廨
に
對
し
︑
自
國
の
臨
時
�
會
審
官
を
立
ち
會
わ
せ
た
い
旨
を
�
吿
す
れ
ば
︑
民
事
會
審
官
に
代
わ
っ
て
出
廷
す
る
こ
と
が
で

き
た
︒
こ
の
場
合
︑
外
國
人
の
利
F
關
係
が
直
接
重
大
で
あ
る
か
ど
う
か
は
︑
一
に
當
該
國
領
事
の
�
斷
に
か
か
っ
て
お
り
︑
各
國
會
審
官
は

こ
れ
に
干
涉
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
領
事
團
に
よ
り
決
定
さ
れ
た(29

)
︒
よ
っ
て
︑
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
に
は
︑
公
廨
の
常
任
職
で
あ
る
民

事
會
審
官
が
會
審
を
行
う
場
合
と
︑
非
常
任
の
各
國
臨
時
�
會
審
官
が
排
他
�
に
會
審
を
行
う
場
合
と
の
二
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
た
こ
と
に
な

る
︒し

か
し
︑
實
際
に
は
常
任
會
審
官
ら
は
上
記
の
﹁
領
事
團
の
決
定
﹂
を
�
守
せ
ず
︑
い
わ
ゆ
る
公
廨
の
﹁
慣
例
﹂
に
基
づ
い
て
手
續
を
行
っ

て
い
た
た
め
︑
他
國
の
領
事
ら
が
こ
れ
に
對
し
て
不
滿
を
m
き
︑
對
立
す
る
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
︒
領
事
團
の
首
席
領
事
を
�
ね
て

い
た
ベ
ル
ギ
ー
總
領
事
が
︑
一
九
一
四
年
三
�
に
イ
ギ
リ
ス
總
領
事
に
宛
て
た
書
鯵
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
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我
々
の
ス
ペ
イ
ン
人
の
同
輩
か
ら
苦
s
が
寄
せ
ら
れ
た
の
で
す
が
︑
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
檢
察
處
が
彼
等
の
慣
行
を
正
し
く
述
べ
て
い

る
な
ら
ば
︑
各
領
事
館
か
ら
自
國
の
利
益
が
關
係
す
る
と
の
�
牒
が
あ
る
x
て
の
案
件
に
お
い
て
︑
三
人
の
會
審
官
ら
は
領
事
團
の
決
定

を
守
っ
て
い
な
い
﹂
と
の
こ
と
で
す
︒
⁝
(中
略
)
⁝
私
の
K
見
で
は
︑
こ
の
ク
レ
ー
ム
は
三
人
の
會
審
官
に
對
し
て
①
會
審
公
廨
に
持

ち
<
ま
れ
た
案
件
に
は
x
て
規
則
を
�
用
す
る
こ
と
︑
②
各
國
領
事
館
か
ら
自
國
の
利
F
が
關
係
す
る
と
い
う
�
牒
が
あ
っ
た
場
合
︑

ま
さ
に
そ
の
行
爲
に
よ
っ
て
︑
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
案
件
を
は
ず
す
こ
と
︑
以
上
の
指
示
を
彼
等
の
上
司
に
行

う
よ
う
領
事
團
が
依
賴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
�
も
�
切
に
解
決
さ
れ
る
で
し
ょ
う(30

)
︒

つ
ま
り
︑
常
任
の
會
審
官
は
①
領
事
團
の
定
め
た
法
�
手
續
を
x
て
の
案
件
に
�
用
せ
ず
︑
②
中
國
人
同
士
の
民
事
訴
訟
を
實
質
�
に
華

洋
訴
訟
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
振
り
分
け
る
こ
と
︑
つ
ま
り
︑
あ
る
領
事
館
が
自
國
の
利
益
が
關
係
す
る
と
い
っ
て
︑
そ
の
國
の
臨
時
�
會
審
官
を

民
事
會
審
官
と
O
替
し
て
出
廷
さ
せ
る
こ
と
を
1
う
︑
と
い
う
行
動
を
取
っ
て
お
り
︑
そ
れ
が
公
廨
の
﹁
慣
例
﹂
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
そ
の
上
で
︑
ベ
ル
ギ
ー
總
領
事
は
領
事
團
が
檢
察
處
に
對
す
る
指
示
を
@
�
E
す
べ
し
と
K
見
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
イ
ギ
リ
ス

總
領
事
の
r
答
は
︑
公
廨
が
存
在
し
て
い
た
ほ
と
ん
ど
の
�
閒
︑
今
の
こ
の
や
り
方
で
�
し
て
き
た
し
︑
中
國
當
局
と
論
爭
が
起
き
た
わ
け
で

も
な
い
の
で
︑
こ
れ
を
變
え
る
必
�
は
な
い(31

)
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
こ
う
い
っ
た
﹁
領
事
團
の
決
定
﹂
に
背
く
慣
例
が
存
在
し
た
背
後
に
は
い

か
な
る
事
s
が
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
後
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
︒

第
二
`

一
九
一
五
年
訴
訟
手
續
規
則
の
性
格

一
九
一
四
年
︑
慣
例
の
@
�
E
を
求
め
る
議
論
を
;
け
て
︑
上
海
の
イ
ギ
リ
ス
辯
護
士
協
會
を
招
集
し
︑
訴
訟
手
續
規
則

(R
ules
of

P
rocedure)
の
起
草
作
業
を
�
w
し
た
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
人
民
事
會
審
官
グ
ラ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ

(P
enrhyn
G
rant
Jones)
で
あ
る(32

)
︒

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
︑
一
九
〇
二
年
か
ら
中
國
に
お
い
て
z
譯
生
を
務
め
て
い
た
經
驗
が
あ
り
︑
一
九
一
二
年
に
は
司
法
試
驗
を
優
等
で
合
格
し
︑

― 9 ―

163



イ
ン
ナ
ー
テ
ン
プ
ル
法
曹
院
に
お
い
て
法
廷
辯
護
士
の
�
格
を
與
え
ら
れ
た
後
︑
同
年
に
上
海
の
副
領
事
に
任
命
さ
れ
︑
¡
年
一
九
一
三
年
に

會
審
公
廨
の
會
審
官
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る(33

)
︒
彼
は
︑
一
九
一
五
年
に
訴
訟
手
續
規
則
が
公
布
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
︑
辯
護
士
協
會
で
以
下
の

よ
う
な
¢
演
を
行
っ
て
い
る
︒

ま
ず
︑
こ
の
訴
訟
手
續
規
則
は
會
審
公
廨
の
現
行
の
慣
例
を
成
�
E
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
N
に
︑
こ
れ
は
公
廨
と
訴
訟
當
事
者
を

£
り
附
け
る
固
定
�
な
法
律
と
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
公
廨
に
お
け
る
公
n
の
手
續
を
築
き
あ
げ
る
た
め
の
基
礎

(as
the
foundation
for

the
establishm
ent
of
a
recognized
procedure)
と
し
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
い
か
な
る
案
件
に
お
い
て
も
︑
こ
の
規
則

が
困
難
を
も
た
ら
す
と
我
々
が
見
な
し
た
際
に
は
︑
時
に
應
じ
て
規
則
を
¨
和
す
る
權
利
を
>
す
る
︒
そ
し
て
︑
手
續
に
關
す
る
規
則
を

制
定
で
き
る
權
威
は
會
審
公
廨
に
あ
る
︒
一
般
の
人
々
は
︑
行
政
と
司
法
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
考
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
�
者
に

つ
い
て
我
々
は
何
の
關
係
も
な
く
︑
後
者
こ
そ
が
我
々
の
x
て
で
あ
る
︒
(中
略
)
辯
護
士
協
會
の
皆
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
︑
私
が
思
う

に
︑﹁
こ
の
よ
う
な
規
則
は
法
律
家
以
外
の
人
閒
の
承
n
を
得
る
べ
き
だ
﹂
と
い
う
�
張
は
不
條
理
で
し
か
な
い(34

)
︒

も
と
も
と
︑
こ
の
訴
訟
手
續
規
則
は
起
草
作
業
の
段
階
か
ら
︑
國
籍
を
衣
に
す
る
多
く
の
辯
護
士
ら
が
應
用
で
き
る
よ
う
に
と
の
配
慮
の
も

と
︑
な
る
べ
く
鯵
©
な
規
則
に
す
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
た(35

)
︒
し
か
し
︑
こ
の
規
則
は
﹁
現
行
の
慣
例
を
成
�
E
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
﹂
と
說
@
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
�
`
で
述
べ
た
よ
う
な
領
事
團
の
決
定
に
抵
觸
す
る
慣
例
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
曖
昧
な
ま
ま
に
据
え
置
か

れ
て
い
る
︒
{
に
︑
必
�
に
ª
ら
れ
れ
ば
@
�
に
從
う
必
�
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
手
續
規
則
は
依
然
と
し
て
常
任
會
審

官
の
介
入
の
餘
地
を
大
き
く
殘
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
領
事
館
の
總
領
事
代
理
ガ
ウ
ス

(C
.E
.G
auss)
は
︑
こ
の
規
則
が
領
事
團

の
裁
可
を
經
て
お
ら
ず
︑
ア
メ
リ
カ
人
會
審
官
や
同
國
辯
護
士
協
會
が
規
則
の
制
定
に
關
與
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
反
對
の
K
を
示
し
︑

舊
規
則
を
維
持
す
べ
き
だ
と
�
張
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
會
審
官
や
辯
護
士
協
會
の
說
得
に
よ
り
ガ
ウ
ス
は
態
度
を
變
え
︑
こ
の
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規
則
は
公
廨
で
n
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
︑
イ
ギ
リ
ス
人
會
審
官
は
そ
の
訴
訟
手
續
x
般
に
關
し
て
イ
ギ
リ
ス
總
領
事
の
信
賴
を
;
け
て
お
り
︑
何
よ
り
法
律

の
素
養
が
あ
る
と
い
う
�
提
の
も
と
︑
華
洋
民
事
訴
訟
の
う
ち
�
も
案
件
數
の
多
い
中
英
事
件(36

)
を
こ
な
し
て
き
た
經
驗
が
あ
る
︒
當
時
の
イ
ギ

リ
ス
人

(臨
時
�
)
會
審
官
の
う
ち
︑
ガ
ー
ス
テ
ィ
ン

(C
harles
F
ortesque
G
arstin)
が
�
席
會
審
官
を(37

)
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
N
席
會
審
官
を
勤

め
て
お
り
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
つ
い
て
は
常
任
職
の
民
事
會
審
官
を
も
�
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
實
際
に
公
廨
で
審
理
を
擔
當
す
る
量
は
イ
ギ

リ
ス
人
會
審
官
が
群
を
拔
い
て
多
か
っ
た
︒
依
る
べ
き
民
事
法
典
が
な
く
︑﹁
法
理
と
s
理
と
に
鑑
み
︑
先
例
と
°
慣
を
±
量
し

(中
略
)
�

決
を
下
﹂
し
︑﹁
其
審
理
�
決
の
良
否
は
�
と
し
て
當
該
荏
\
�
び
外
國
會
審
官
の
手
腕
に
俟
つ
の
外
な
し(38

)
﹂
と
い
う
狀
況
下
で
は
︑
會
審
官

の
法
律
知
識
は
も
と
よ
り
︑
彼
等
の
公
廨
で
の
經
驗
が
�
も
重
視
さ
れ
た
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
訴
訟
手
續
規
則
が
承
n
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い

え
よ
う
︒

第
三
違

規
則
の


用
を
め
ぐ
る
公
廨
內
の
對
立

第
一
`

常
任
會
審
官
の
人
事
入
れ
替
え

英
米
の
會
審
官
が
公
廨
の
�
�
な
常
任
職
を
占
め
て
い
る
狀
況
下
で
︑
以
�
か
ら
𠛬
事
會
審
官
の
地
位
に
關
し
て
領
事
團
で
議
論
が
あ
っ
た
︒

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
︑
常
任
職
で
あ
る
𠛬
事
會
審
官
は
一
旦
任
命
さ
れ
れ
ば
そ
の
地
位
は
不
動
の
も
の
と
な
る
が
︑
上
海
租
界
が
共
同
租
界

で
あ
る
以
上
︑
各
國
領
事
の
地
位
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
英
米
獨
が
常
任
職
を
獨
占
し
て
い
る
現
狀
を
改
め
︑
國
籍
を
問
わ
ず
に
領
事

團
|
擧
で
𠛬
事
會
審
官
を
|
出
す
べ
し
と
い
う
聲
が
上
が
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
に
反
對
す
る
立
場
の
K
見
は
︑
も
と
も
と
英
米
が
各
自

の
租
界
を
>
し
︑
そ
れ
ら
が
合
²
し
て
共
同
租
界
に
な
っ
た
と
い
う
經
雲
か
ら
︑
兩
國
が
𠛬
事
會
審
官
の
地
位
を
確
保
す
る
の
は
も
っ
と
も
で

あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
{
に
︑
ド
イ
ツ
總
領
事
の
ク
ニ
ッ
ピ
ン
ク
は
︑
ド
イ
ツ
が
𠛬
事
會
審
官
の
席
に
つ
け
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
恩
惠
に
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よ
る
た
め
︑
領
事
團
が
口
出
し
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
斷
言
し
て
さ
え
い
た
︒
こ
う
い
っ
た
事
s
か
ら
︑
當
時
の
H
上
海
日
本
總
領
事
>
吉

@
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
反
感
を
買
う
こ
と
は
無
益
で
あ
る
と
�
斷
し
︑
領
事
團
で
多
數
�
を
占
め
る
公
|
說
に
對
し
て
曖
昧
な
態
度
を
取
り
續
け

た
結
果
︑
一
九
一
六
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
總
領
事
か
ら
︑
時
機
が
訪
れ
れ
ば
一
名
の
𠛬
事
會
審
官
を
日
本
か
ら
出
し
て
欲
し
い
旨
を
傳
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
だ(39

)
︒

こ
の
よ
う
な
狀
況
下
で
︑
第
一
N
世
界
大
戰
に
お
け
る
中
獨
國
O
斷
絕
の
影
~
は
︑
や
は
り
會
審
公
廨
の
人
事
に
も
�
ん
だ
︒
一
九
一
七
年
︑

ド
イ
ツ
人
𠛬
事
會
審
官
が
そ
の
地
位
を
失
っ
た
た
め
︑
そ
の
空
席
を
埋
め
る
方
法
を
め
ぐ
っ
て
︑
上
記
の
問
題
が
よ
り
切
ª
し
た
形
で
�
目
を

浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
領
事
團
で
は
�
9
�
に
公
|
說
が
´
用
さ
れ
︑
各
國
か
ら
候
補
者
を
募
っ
て
公
�
に
|
擧
を
行
い
︑
𠛬

事
會
審
官
を
|
出
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
候
補
者
を
出
し
て
き
た
の
は
イ
タ
リ
ア
と
日
本
の
た
っ
た
二
國
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
︑
首
席
領
事
は
日
本
人
會
審
官
の
林
出
賢
N
郞
と
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
の
ロ
ス

(G
.R
os)
の
兩
人
と
も
︑
|
擧
を
�
さ
ず
に
𠛬
事
會
審
官

に
任
命
し
た
︒
こ
う
し
て
︑
𠛬
事
會
審
官
は
英
米
日
伊
の
四
箇
國
が
擔
當
す
る
こ
と
と
な
り
︑
常
任
の
地
位
を
手
に
入
れ
た
日
本
と
イ
タ
リ
ア

の
公
廨
に
お
け
る
影
~
力
は
徐
々
に
增
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
︒

第
二
`

常
任
會
審
官
に
よ
る
規
則
の
濫
用

常
任
會
審
官
の
人
事
入
れ
替
え
の
¡
年
︑
公
廨
で
は
早
々
に
問
題
が
發
生
し
た
︒
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
常
任
會
審
官
の
業
務
手
續
に
關
す
る
も

の
で
あ
り
︑
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
を
擔
當
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
民
事
會
審
官
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
中
心
に
卷
き
起
こ
っ
た
︒

民
事
事
件
に
關
し
て
︑
債
務
を
f
っ
た
被
吿
の
租
界
外
へ
の
k
l
を
防
ぐ
た
め
︑
信
用
で
き
る
保
證
人
と
安
定
�
な
保
釋
金
の
確
保
は
當
時

の
上
海
租
界
に
お
け
る
重
大
な
關
心
事
で
あ
っ
た
︒
こ
う
い
っ
た
背
景
も
手
傳
っ
て
か
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
一
九
一
八
年
に
﹁
職
務
の
輕
減
を
圖

る
た
め

(for
the
purpose
of
reducing
som
e
of
the
w
ork)
﹂︑
保
證
人
・
保
釋
金
を
用
K
で
き
な
い
被
吿
に
つ
い
て
は
︑
裁
�
長
と
會
審
官
に

よ
る
令
狀
へ
の
サ
イ
ン
を
待
た
ず
に
︑
檢
察
處
が
こ
れ
を
留
置
で
き
る
と
決
定
を
下
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
會
審
公
廨
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
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人
𠛬
事
法
律
·
問
の
ニ
ュ
ー
マ
ン

(K
.E
.N
ew
m
an)
は
︑
公
廨
の
正
式
な
令
狀
な
し
に
被
吿
を
留
置
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
ら
ず
︑
從
來
�

り
の
方
法
で
令
狀
を
發
行
す
べ
き
で
あ
る
と
反
對
し
た
︒
し
か
し
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
中
國
人
裁
�
長
で
あ
る
關
絅
之
が
サ
イ
ン
は
必
�
な
い
と

n
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
た
上
で
彼
に
相
談
し
︑
そ
の
結
果
︑
や
は
り
關
は
彼
の
K
見
に
贊
同
の
K
を
示
し
た
た
め
に
︑
保
證
人
・
保
釋

金
を
用
K
で
き
な
い
被
吿
は
︑
公
廨
の
確
n
を
經
ず
に
留
置
で
き
る
と
決
定
さ
れ
る
に
至
っ
た(40

)
︒

こ
の
よ
う
な
令
狀
問
題
の
決
着
が
公
廨
內
で
物
議
を
釀
し
て
い
る
�
中
︑
ま
た
し
て
も
裁
�
中
止
許
可
證
の
發
行
業
務
に
つ
い
て
對
立
が
發

生
し
た
︒
そ
れ
ま
で
︑
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
に
お
い
て
訴
え
取
り
下
げ
の
申
し
<
み
が
あ
っ
た
場
合
︑
°
慣
�
に
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
中
國
人

裁
�
官

T
sang
(張
鑑
�
も
し
く
は
張
j
卿
か
？
)
が
裁
�
中
止
許
可
證
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
業
務
を
f
っ
て
い
た
が
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
突
如
︑
許

可
證
を
發
行
す
る
に
あ
た
っ
て
檢
察
處
は
公
廨
の
確
n
を
と
る
必
�
は
な
い
と
決
定
し
た(41

)
︒
し
か
し
︑
時
を
同
じ
く
し
て
他
の
中
國
人
同
士
の

民
事
事
件
を
;
け
持
っ
て
い
た
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
ロ
ス
は
︑
訴
え
取
り
下
げ
の
可
否
を
�
斷
す
る
權
限
は
公
廨
の
み
が
>
す
る
と
し
︑
彼
の

擔
當
案
件
に
お
い
て
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
は
眞
½
の
指
示
を
下
し
て
み
せ
た
︒
兩
者
の
對
立
の
中
︑
手
續
を
嚴
密
に
執
行
す
る
こ
と
が
職
務
上
第

一
の
�
件
で
あ
る
檢
察
處
に
と
っ
て
は
︑
相
互
に
矛
盾
す
る
指
示
が
こ
う
も
鯵
單
に
下
さ
れ
る
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
︒
會

審
公
廨
イ
ギ
リ
ス
人
檢
察
官

(檢
察
處
の
事
務
官
)
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド

(M
.O
.Springfield)
の
見
解
で
は
︑
裁
�
官
と
會
審
官
が
發
行

す
る
公
廨
の
正
式
な
許
可
證
が
な
け
れ
ば
︑
會
審
公
廨
や
他
の
中
國
の
法
廷
に
お
い
て
當
該
裁
�
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
を
證
@
す
る
こ
と
が
で

き
ず
︑
後
々
そ
の
裁
�
の
續
行
を
¿
る
問
題
が
À
上
す
る
危
險
性
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
彼
も
ロ
ス
と
同
樣
に
︑
檢
察
處
が
こ
れ
に
と
っ
て
か

わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
�
張
し
た(42

)
︒

ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
中
心
と
し
て
職
務
に
關
す
る
問
題
が
立
て
續
け
に
發
生
し
た
こ
と
か
ら
︑
彼
の
獨
斷
�
な
行
動
が
目
に
餘
る
と
い
う
こ
と
で
︑

ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
警
部
補
の
シ
ョ
ー

(John
Shaw
)
に
裁
�
部
の
視
察
を
行
わ
せ
た
結
果
︑
シ
ョ
ー
の
報
吿
で
は
︑
公
廨
に
お
け

る
民
事
會
審
官
の
b
F
と
し
て
以
下
の
い
く
つ
か
の
重
�
な
點
が
指
摘
さ
れ
た
︒﹁
領
事
團
管
理
下
の
會
審
公
廨
に
お
い
て
︑
民
事
會
審
官
ら

は
領
事
團
の
推
薦
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
他
の
會
審
官
︑
法
廷
の
メ
ン
バ
ー
︑
領
事
團
の
同
K
な
し
に
︑
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ま
た
知
識
も
な
く
訴
訟
手
續
規
則
を
發
布
し
︑
實
施
し
て
い
る
︒
加
え
て
︑
領
事
團
と
個
々
の
領
事
は
こ
の
規
則
を
正
式
に
は
承
n
し
て
い
な

い
︒
{
に
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
決
定
を
行
う
際
︑
檢
察
と
關
り
合
い
に
な
ら
な
い
よ
う
︑
記
錄
係
に
手
續
に
關
す
る
記
錄
を
つ
け
さ
せ
な
い
で
い

る
﹂
と
い
う
も
の
だ
っ
た(43

)
︒
以
上
の
�
知
を
;
け
︑
彼
は
つ
い
に
工
部
局
に
報
吿
を
行
う
こ
と
と
し
た
︒

ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
︑
民
事
會
審
官
の
口
頭
に
よ
る
決
定
が
多
數
存
在
す
る
と
公
廨
に
混
亂
を
き
た
す
と
指
摘
し
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の

奔
放
な
振
る
舞
い
は
︑
檢
察
︑
訴
訟
當
事
者
︑
會
審
公
廨
職
員
の
x
て
に
と
っ
て
忌
々
し
き
問
題
で
あ
り
︑
見
過
ご
せ
な
い
レ
ベ
ル
に
ま
で
j

し
て
い
る
と
警
吿
を
發
し
た
︒
彼
か
ら
す
れ
ば
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
x
て
の
訴
訟
手
續
規
則
と
慣
例
に
矛
盾
す
る
決
定
を
下
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
そ
れ
を
�
違
E
せ
ず
︑
あ
ま
つ
さ
え
數
Q
閒
後
に
は
そ
れ
を
自
ら
破
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
始
末
で
あ
る(44

)
︒
{
に
︑
x
て
の
公

廨
職
員
が
口
頭
に
よ
る
規
則
の
變
{
を
覺
え
て
お
く
の
は
不
可
能
で
あ
る
し
︑
こ
う
い
っ
た
行
動
は
公
廨
の
無
秩
序
で
雜
然
と
し
た
狀
況
を
一

層
深
刻
E
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
う
え
︑
檢
察
處
に
對
し
て
も
不
當
な
責
任
を
f
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
�
張
し
た
︒
特
に
︑
公
廨
に
よ
る

チ
ェ
ッ
ク
な
し
に
被
吿
を
留
置
で
き
る
と
決
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
が
口
頭
で
決
め
ら
れ
て
か
ら
二
日
閒
の
う
ち
に
︑
旣
に
八
件
の

中
國
人
民
事
事
件
に
�
用
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
が
後
々
深
刻
な
問
題
を
招
く
に
2
い
な
い
と
豫
測
し
︑
被
吿
を
2
法
に
留
置
す
る
こ
と
は
︑

工
部
局
の
政
策
に
反
す
る
行
爲
で
も
あ
る
と
述
べ
た(45

)
︒
そ
こ
で
︑
彼
は
會
審
官
に
よ
る
手
續
の
濫
用
を
抑
え
る
た
め
に
︑
工
部
局
に
對
し
︑
瓜

一
�
な
法
を
制
定
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
口
頭
で
の
決
定
を
�
違
E
さ
せ
る
こ
と
を
�
求
し
た(46

)
︒

第
三
`

常
任
會
審
官
に
對
す
る
危
機
K
識

ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
報
吿
を
;
け
て
︑
工
部
局
で
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
手
續


用
に
對
す
る
態
度
の
是
非
と
︑
公
廨
に
お
け
る
民
事
會
審

官
の
地
位
を
¿
っ
て
會
議
が
開
か
れ
た
︒
ま
ず
︑
令
狀
問
題
に
關
し
て
は
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
ニ
ュ
ー
マ
ン
と
の
閒
に
齟
齬
が
あ
っ
た
こ
と
が
�

@
し
た
の
で
︑
被
吿
を
留
置
す
る
場
合
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
從
來
�
り
令
狀
に
サ
イ
ン
を
行
う
よ
う
に
と
決
議
が
下
さ
れ
︑
事
な
き
を
得
た(47

)
︒
し

か
し
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
單
獨
行
動
に
つ
い
て
は
︑
彼
の
法
廷
で
の
﹁
傍
若
無
人
な
振
る
舞
い
﹂
が
咎
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
︑
ス
プ
リ
ン
グ
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フ
ィ
ー
ル
ド
が
�
求
し
た
よ
う
な
瓜
一
法
の
制
定
に
つ
い
て
は
︑
會
議
で
は
何
ら
@
確
な
解
決
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
今

回
の
事
件
の
�
査
に
あ
た
っ
て
︑
檢
察
官
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
の
電
話
の
や
り
と
り
を
記
錄
に
´
っ
て
お
り
︑
彼
が
電
話
先
で
公
廨
の
職
務
に
關

す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
Ã
々
と
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
工
部
局
の
會
議
で
は
そ
の
記
錄
を
考
慮
し
て
﹁
法
廷
で
よ
り
友
好
�
な
關
係
を
築
き

上
げ
︑
職
務
を
よ
り
圓
滑
に
Ä
行
で
き
る
よ
う
努
力
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
︑﹁
こ
の
目
�
を
j
成
す
る
た
め
に
︑
工
部
局
は
彼
の

行
爲
に
對
し
て
{
に
問
い
た
だ
す
つ
も
り
は
な
い
と
イ
ギ
リ
ス
總
領
事
に
傳
え
る
﹂
こ
と
と
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な

“give-and-

take
policy”
が
會
審
公
廨
の
後
の
發
展
に
つ
な
が
る
よ
う
に
と
確
n
し
合
い
︑
會
議
は
9
了
し
た(

48
)

︒

つ
ま
り
︑
法
�
素
養
が
あ
る
は
ず
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
こ
の
よ
う
な
行
動
は
︑
實
際
か
な
り
現
實
問
題
に
卽
し
た
も
の
で
︑
常
任
會
審
官
の
仕

事
量
の
多
さ
か
ら
檢
察
處
に
義
務
責
任
を
轉
嫁
し
よ
う
と
す
る
苦
肉
の
策
と
な
っ
て
現
れ
た
の
だ
っ
た
︒
實
際
に
︑
裁
�
件
數
の
增
加
と
そ
れ

に
A
う
會
審
官
︑
裁
�
官
の
業
務
量
の
增
加
に
關
す
る
問
題
は
︑
一
九
一
四
年
の
時
點
で
も
旣
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
中
國
人
民
事
事
件
に
關

し
て
は
︑
四
名
の
中
國
人
裁
�
官
と
三
名
の
外
國
人
民
事
會
審
官
だ
け
で
は
︑
增
加
し
つ
つ
あ
る
裁
�
量
に
對
應
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
懸
念
の
聲
が
上
が
っ
て
い
た(49

)
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
狀
況
は
一
向
に
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
な
苦
し

紛
れ
の
行
動
を
取
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
工
部
局
は
會
審
公
廨
の
雜
然
た
る
狀
況
を
矯
正
し
よ
う

と
は
し
て
い
た
も
の
の
︑
上
記
の
よ
う
な
理
由
か
ら
會
審
官
に
對
し
て
同
s
�
な
態
度
を
取
る
ほ
か
な
く
︑
そ
の
上
︑
中
國
人
裁
�
長
の
關
が

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
決
定
を
荏
持
し
て
い
た
以
上
︑
彼
の
獨
斷
を
默
n
す
る
と
い
う
對
應
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒

こ
れ
に
對
し
︑
常
任
の
職
を
得
て
發
言
力
の
增
し
た
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
は
﹁
法
に
對
す
る
知
識
不
足
﹂
と
し
て
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
糾
彈
し
︑

檢
察
處
も
法
に
則
ら
な
い
行
動
は
法
廷
に
混
亂
を
招
く
も
の
と
し
て
警
吿
を
行
っ
て
い
た
ほ
か
︑
中
國
の
司
法
改
革
・
治
外
法
權
撤
廢
を
目
指

す
中
國
人
法
曹
界
に
と
っ
て
も
︑
公
廨
の
こ
の
よ
う
な
狀
況
は
決
し
て
甘
;
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
日
本
で
法
律
を
學
ん
だ
中
國
人
辯

護
士
の
巢
堃(50

)
は
︑
江
蘇
律
師
總
會
の
中
で
�
も
積
極
�
に
上
海
で
活
動
し
て
い
た
中
國
人
辯
護
士
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り(51

)
︑
中
國
人
法
曹
界
で

影
~
力
を
>
し
た
人
物
で
あ
る
︒
彼
は
上
記
の
よ
う
な
公
廨
の
體
制
に
危
機
感
を
m
い
て
い
た
よ
う
で
︑﹃
法
律
Q
刊
﹄
と
い
う
法
律
專
門
雜
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誌
に
公
廨
を
批
�
す
る
記
事
を
い
く
つ
か
寄
せ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
彼
は
︑
一
人
の
會
審
官
が
二
つ
の
同
じ
事
實
の
案
件
を
審
理
す
る
の
に
︑

x
く
衣
な
る
�
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
M
々
に
し
て
あ
る
と
述
べ(52

)
︑
公
廨
に
お
け
る
手
續
規
則
の
不
備
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
裁
�
官
の

自
由
心
證
一
邊
倒
を
指
摘
し
て
い
る(53

)
︒
彼
は
公
廨
の
潛
在
�
な
恣
K
性
を
深
く
憂
慮
し
て
い
た
の
だ
︒

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
公
廨
の
職
務
は
非
常
に
多
く
︑
ま
た
︑
公
廨
の
體
制
に
對
す
る
樣
々
な
指
摘
・
批
�
も
存
在
す
る
︒
そ
れ
で
も

な
お
こ
う
い
っ
た
慣
例
︑
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
人
常
任
會
審
官
が
權
力
を
握
る
よ
う
な
や
り
方
が
維
持
さ
れ
た
の
は
何
故
か
︒
N
違
で
手
續
が
問

題
と
な
っ
た
案
件
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
か
ら
︑
こ
の
理
由
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒

第
四
違

各
國
臨
時
�
會
審
官
問
題

第
一
`

中
伊
案
件
︱
パ
ッ
セ
ー
リ
事
件
と
そ
の
爭
點

一
九
一
八
年
の
末
︑
中
國
の
政
府
機
關
で
あ
る
淸
理
局
と
一
人
の
イ
タ
リ
ア
人
と
の
閒
で
民
事
訴
訟
を
め
ぐ
る
事
件
が
起
こ
り
︑
會
審
公
廨

で
裁
�
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
パ
ッ
セ
ー
リ

(P
asseri)
は
北
京
政
府
財
政
部
下
の
淸
理
局
に
よ
り
︑
ド
イ
ツ
ア
ジ
ア
銀
行
上
海
荏
店

の
淸
算
人
と
し
て
任
命
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
る
︒
淸
理
局
の
局
長
で
あ
る
王
克
敏
は
彼
を
�
い
入
れ
る
際
の
契
}
と
し
て
︑
淸
算
が
9
了

し
た
際
に
は
︑
報
酬
と
し
て
ド
イ
ツ
ア
ジ
ア
銀
行
上
海
荏
店
の
�
產
總
額
の
う
ち
四
％
分
を
パ
ッ
セ
ー
リ
に
荏
拂
う
こ
と
を
口
頭
上
で
保
證
し

て
い
た
︒
し
か
し
︑
彼
が
公
廨
で
同
銀
行
の
淸
算
處
理
を
9
え
た
と
こ
ろ
︑
淸
理
局
が
銀
行
の
�
產
の
x
額
を
回
收
で
き
る
か
ど
う
か
確
實
で

は
な
い
た
め
︑
契
}
�
り
の
四
％
と
い
う
割
合
で
は
彼
に
報
酬
を
拂
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
傳
え
ら
れ
た
︒
こ
れ
を
;
け
て
︑
パ
ッ
セ
ー
リ
は

x
額
分
の
報
酬
を
;
け
取
る
權
利
が
あ
る
と
�
張
し
︑
淸
理
局
を
相
手
取
り
會
審
公
廨
に
起
訴
を
行
っ
た
︒

一
九
一
八
年
一
二
�
︑
會
審
公
廨
に
お
い
て
パ
ッ
セ
ー
リ
を
原
吿
︑
淸
理
局
を
被
吿
と
す
る
第
一
審
が
行
わ
れ
た
︒
兪
應
È
裁
�
官
︑
イ
タ

リ
ア
人
會
審
官
ロ
ス
に
續
き
︑
原
吿
辯
護
士
は
ラ
イ
ト

(G
.H
.W
right)
︑
被
吿
辯
護
士
は
ム
ッ
ソ

(G
.D
.M
usso)
︑
そ
し
て
中
國
銀
行
の
辯

― 16 ―

170



護
士
マ
ス
タ
ー

(R
.F
.C
.M
aster)
の
立
ち
會
い
の
も
と
︑
裁
�
が
開
始
さ
れ
た
︒
裁
�
は
パ
ッ
セ
ー
リ
に
>
利
に
傾
き
︑
當
初
の
契
}
�
り
︑

彼
の
�
求
金
額
で
あ
る
ド
イ
ツ
ア
ジ
ア
銀
行
の
�
產
總
額
四
％
分
の
五
萬
兩
が
荏
拂
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(54

)
︒
パ
ッ
セ
ー
リ
Ì
訴
の
�
決
を
;

け
︑
彼
の
辯
護
士
で
あ
る
ラ
イ
ト
は
す
ぐ
さ
ま
�
決
の
執
行
を
�
求
し
た
が
︑
彼
の
�
決
執
行
�
求
の
對
象
は
淸
理
局
で
な
く
ド
イ
ツ
ア
ジ
ア

銀
行
の
�
產
で
あ
る
た
め
︑
公
廨
に
よ
っ
て
相
當
の
金
額
が
集
め
ら
れ
た
後
︑
パ
ッ
セ
ー
リ
に
そ
れ
が
荏
拂
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た(55

)
︒

一
方
︑
淸
理
局
の
辯
護
士
で
あ
る
ム
ッ
ソ
は
︑
第
一
審
の
�
決
に
對
し
て
上
訴
を
行
う
準
備
を
開
始
し
て
い
た
︒
彼
は
︑
公
廨
が
パ
ッ
セ
ー
リ

の
官
|
淸
算
人
と
し
て
の
地
位
を
x
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
Í
っ
た
�
決
が
w
か
れ
た
と
考
え
て
お
り
︑
原
吿
Ì
訴
は
本
來
な
ら
ば

あ
り
え
な
い
と
み
な
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
淸
理
局
の
指
示
が
な
け
れ
ば
報
酬
の
荏
拂
い
は
不
可
能
で
あ
る
う
え
︑
淸
理
局
に
は
上
訴
を
行
う

�
切
な
理
由
が
あ
る
と
考
え
た(56

)
︒

し
か
し
︑
辛
亥
革
命
以
影
︑
公
廨
の
上
訴
問
題
は
長
ら
く
保
留
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
︑
北
京
政
府
と
は
特
�
O
涉
使
が
上
訴
を
擔
當
す
る
と

い
う
こ
と
で
一
應
の
合
K
を
み
た
も
の
の
︑
い
ま
だ
@
�
の
規
定
も
な
け
れ
ば
︑
上
訴
廷
も
設
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た(57

)
︒
{
に
︑
訴
訟
手
續
規

則
に
よ
れ
ば
︑
中
國
人
と
外
國
人
閒
で
發
生
し
た
華
洋
訴
訟
で
は
上
訴
が
n
め
ら
れ
ず
︑
中
國
と
イ
タ
リ
ア
閒
で
閲
結
さ
れ
た
條
}
に
も
上
訴

の
規
定
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
案
件
の
上
訴
を
n
め
る
か
否
か
と
い
う
點
で
︑
公
廨
の
K
見
は
眞
っ
二
つ
に
分
か
れ
た
︒

兪
は
被
吿
の
上
訴
を
例
外
�
に
n
め
る
べ
き
だ
と
�
張
し
た
︒
被
吿
辯
護
士
の
ム
ッ
ソ
と
マ
ス
タ
ー
も
上
訴
の
用
K
が
あ
る
こ
と
を
表
@
し
︑

�
決
が
下
っ
て
か
ら
二
Q
閒
は
上
訴
�
閒
と
な
る
た
め
︑
第
一
審
の
�
決
を
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
が(58

)
︑
對
す
る
ロ
ス
は
︑
決
し
て
上

訴
を
n
め
な
い
と
い
う
立
場
を
讓
ら
な
か
っ
た(59

)
︒
N
第
に
︑
兪
が
淸
理
局
に
同
s
�
な
態
度
を
と
る
の
は
北
京
政
府
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
か
と
疑
わ
れ
始
め
︑
司
法
獨
立
の
點
か
ら
世
論
の
批
�
を
;
け
る
こ
と
と
な
り(60

)
︑
つ
い
に
は
領
事
團
と
北
京
政
府
を
卷
き
<
む
一
大
事
に

發
展
し
た
︒
し
か
し
︑
水
掛
け
論
に
陷
っ
た
兩
者
の
K
見
は
O
わ
る
こ
と
な
く
�
行
線
を
た
ど
る
一
方
で
︑
し
ま
い
に
は
︑
�
決
の
執
行
を
v

ぐ
原
吿
辯
護
士
の
ラ
イ
ト
が
︑
公
廨
で
い
っ
た
ん
下
っ
た
﹁
と
り
あ
え
ず
報
酬
金
を
公
廨
で
保
留
せ
よ
﹂
と
い
う
�
決
を
執
行
し
よ
う
と
し
︑

Ì
手
に
ド
イ
ツ
ア
ジ
ア
銀
行
の
金
庫
を
こ
じ
開
け
る
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た(61

)
︒
結
局
︑
�
9
�
に
は
淸
理
局
に
r
金
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
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首
席
領
事
の
K
見
を
容
れ
る
こ
と
で
︑
公
廨
に
對
す
る
世
論
の
批
�
が
高
ま
る
中
︑
案
件
自
體
が
棄
却
さ
れ
た
︒

こ
の
案
件
に
お
い
て
︑
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
ロ
ス
は
9
始
手
續
規
則
を
�
守
し
て
裁
�
を
Î
行
す
る
Ï
勢
を
貫
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑

辯
護
士
が
ロ
ス
の
�
決
を
Í
審
で
あ
る
と
�
張
し
て
い
る
以
上
︑
上
訴
權
を
持
た
な
い
被
吿
は
大
き
く
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
︒
こ
の
案

件
を
め
ぐ
る
對
立
は
�
と
し
て
︑
公
廨
に
お
け
る
法
の
缺
如
を
自
覺
し
︑
裁
量
と
慣
例
の
役
割
を
重
視
し
て
い
た
裁
�
部
職
員
や
首
席
領
事
と
︑

�
面
�
り
の
法
の
�
守
に
重
き
を
置
く
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
と
の
閒
に
起
こ
っ
て
い
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
N
`
で
詳
し
く
檢
討
す
る
︒

第
二
`

會
審
公
廨
の
慣
例
と
常
任
會
審
官
の
役
割

實
際
︑
公
廨
に
お
け
る
�
大
の
問
題
と
は
︑
こ
の
時
代
に
參
照
す
べ
き
中
國
法
が
ま
だ
存
在
せ
ず(62

)
︑
成
�
法
が
な
い
に
等
し
い
こ
と
で
あ
っ

た
︒
た
だ
︑
同
樣
の
問
題
は
こ
の
時
�
の
大
理
院
に
も
見
ら
れ
︑
こ
こ
で
も
多
く
の
民
事
�
決
が
條
理
を
根
據
に
下
さ
れ
て
お
り
︑
法
典
の
不

備
を
補
う
た
め
に
︑
こ
れ
ら
の
�
決
は
�
例
集

(�
例
�
旨
)
の
形
を
と
っ
て
P
纂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
條
理
に
よ
り
�
決
を

下
す
こ
と
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
立
法
行
爲
に
繫
が
っ
た
と
さ
れ
︑
大
理
院
は
こ
の
よ
う
な
Ð
を
た
ど
っ
て
司
法
體
系
の
�
代
E
を
行
っ
て
い
っ
た(63

)
︒

會
審
公
廨
に
お
い
て
も
︑
�
に
條
理
で
�
決
が
下
さ
れ
て
い
た
と
い
う
點
で
は
大
理
院
の
狀
況
と
大
差
な
い
︒
し
か
し
︑
會
審
公
廨
で
は
常
任

會
審
官
が
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
手
續
を
と
り
︑
そ
れ
を
檢
察
に
記
錄
さ
せ
な
い
な
ど
と
い
っ
た
行
動
を
取
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
裁
�
記
錄
に
は

問
題
が
あ
り
︑
�
例
が
·
み
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た(64

)
︒
そ
の
理
由
は
︑
領
事
團
が
租
界
の
國
際
�
多
樣
性
に
重
き
を
置
い
て
公
廨
の


營

方
針
を
定
め
た
こ
と
か
ら
︑
素
養
や
經
驗
に
ば
ら
つ
き
の
あ
る
會
審
官
が
公
廨
に
出
廷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え
︑
上

訴
廷
の
不
備
や
手
續
規
則
の
制
限
か
ら
︑
會
審
官
ら
は
事
態
を
大
事
E
さ
せ
︑
領
事
團
を
も
卷
き
<
ん
で
世
閒
の
批
�
を
浴
び
て
し
ま
う
�
に
︑

パ
ッ
セ
ー
リ
事
件
の
よ
う
な
案
件
を
�
和
裏
に
9
わ
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

つ
ま
り
は
︑
會
審
公
廨
で
は
<
み
入
っ
た
事
態
に
陷
る
の
を
防
ぐ
た
め
︑
公
廨
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
慣
例
が
�
も
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
︑

パ
ッ
セ
ー
リ
事
件
が
こ
の
よ
う
な
結
末
に
9
わ
っ
た
の
も
︑
ロ
ス
が
そ
の
や
り
方
か
ら
逸
脫
し
た
た
め
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
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K
圖
と
し
て
は
︑
公
廨
で
の
や
り
方
を
熟
知
し
た
會
審
官
が
出
廷
す
る
こ
と
が
訴
訟
當
事
者
に
と
っ
て
�
も
È
ま
し
く
︑
他
國
の
會
審
官

(あ

る
い
は
複
數
國
の
會
審
官
)
が
裁
�
に
立
ち
會
う
と
M
々
に
し
て
問
題
が
起
き
る
た
め(65

)
︑
領
事
團
の
決
定
に
背
い
て
も
な
お
︑
彼
等
の
出
廷
を
制

限
し
た
か
っ
た
の
だ
︒

こ
れ
に
つ
い
て
︑
イ
ギ
リ
ス
で
法
律
を
學
ん
だ
中
國
人
辯
護
士
の
丁
榕(66

)
は
︑
會
審
官
に
は
法
律
知
識
が
あ
る
と
い
う
�
價
を
行
っ
て
い
た
人

物
の
一
人
で
あ
る(67

)
︒
彼
の
觀
點
に
よ
れ
ば
︑
各
國
領
事
は
經
驗
と
慣
°
が
衣
な
り
︑
見
方
も
む
ろ
ん
衣
な
る
た
め
︑
同
一
案
件
で
も
x
く
2
う

�
決
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
至
極
當
然
か
つ
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
n
め
て
い
る
︒
パ
ッ
セ
ー
リ
案
に
照
ら
し
て
い
え
ば
︑
ロ
ス
の
�
張
に
も

x
う
な
法
�
根
據
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
法
廷
に
お
け
る
多
國
籍
狀
態
は
人
々
の
﹁
疑
Í
私
曲
の
心
を
生
み
︑

法
律
を
Ó
重
す
る
K
識
を
乏
し
く
さ
せ
る
﹂
と
述
べ
︑
そ
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る(68

)
︒
丁
榕
の
こ
の
指
摘
は
�
を
射
て
お
り
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の

問
題
K
識
と
も
一
致
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
つ
ま
り
は
︑
國
際
�
多
樣
性
に
名
を
借
り
た
公
廨
の
不
瓜
一
こ
そ
が
︑
慣
例
を
熟
知
し
た
民
事

會
審
官
が
權
力
を
握
る
べ
き
で
あ
る
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
考
え
た
�
大
の
理
由
で
あ
っ
た
︒

實
際
︑
北
京
政
府
司
法
部
の
視
察
報
吿
に
も
﹁
法
廷
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
副
領
事
と
英
米
法
の
勢
力
が
大
き
い(69

)
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
公
廨
で

は
イ
ギ
リ
ス
の
會
審
官
や
辯
護
士
協
會
の
勢
力
が
強
く
︑
ア
メ
リ
カ
の
會
審
官
と
辯
護
士
協
會
も
ま
た
こ
の
方
針
を
荏
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
︒
½
に
︑
�
段
か
ら
英
米
の
辯
護
士
ら
の
ロ
ス
に
對
す
る
�
�
は
惡
か
っ
た
ら
し
く
︑
一
九
一
八
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
辯
護
士
協
會
が
領
事
團

に
對
し
て
ロ
ス
の
不
信
任
を
表
@
し
た
こ
と
さ
え
あ
る(70

)
︒
一
九
一
七
年
に
お
け
る
常
任
會
審
官
の
人
事
入
れ
替
え
に
よ
り
ロ
ス
の
發
言
力
が
增

し
た
こ
と
で
︑
訴
訟
手
續
規
則
の
﹁
正
し
い
﹂


用
を
め
ぐ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
人
民
事
會
審
官
と
の
對
立
が
表
面
E
し
た
と
い
え
よ
う
︒

第
三
`

各
國
臨
時
�
會
審
官
に
よ
る
b
F

以
下
に
擧
げ
る
事
例
は
ど
れ
も
︑
會
審
官
が
慣
例
に
疎
か
っ
た
こ
と
か
ら
問
題
が
生
じ
た
案
件
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
つ
目
の
例
の
日
本
人
會

審
官
は
︑
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
と
同
樣
︑
常
任
の
職
を
得
た
も
の
の
︑
公
廨
の
常
識
に
は
不
慣
れ
な
人
物
で
あ
る
︒
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(1
)

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
事
件

(一
九
二
一
年
︑
中
日
案
件
)

日
本
が
x
投
�
額
の
七
割
を
f
っ
て
設
立
し
た
x
球
O
易
�
が
破
產
し
た
が
︑
そ
の
淸
算
の
過
�
に
お
い
て
︑
買
辦
の
祝
蘭
舫
・
祝
伊
才
親

子
の
f
債
に
未
拂
い
の
も
の
が
あ
る
と
し
︑
日
本
の
杉
浦
眞
作
辯
護
士
が
起
訴
を
行
っ
た
︒
し
か
し
︑
原
吿
Ì
訴
の
�
決
が
下
っ
て
し
ま
っ
た

後
︑
イ
タ
リ
ア
人
辯
護
士
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

(D
r.O
.F
ischer)
が
自
國
の
利
益
も
關
係
す
る
と
い
っ
て
再
審
を
申
し
<
ん
だ
と
こ
ろ
︑
淸
水

享
會
審
官
が
こ
れ
を
n
め
た
の
で
︑
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
を
O
え
て
再
審
を
行
う


び
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
イ
タ
リ
ア
領
事
館
か
ら
信
憑
性

の
乏
し
い
證
據
を
提
出
さ
れ
︑
裁
�
は
行
き
詰
り
︑
つ
い
に
案
件
は
棄
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
杉
浦
が
淸
水
に
﹁
な
ぜ
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
の

出
廷
を
許
し
た
の
か
﹂
と
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
︑
淸
水
は
﹁
同
格
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
人
會
審
官
の
申
し
<
み
で
あ
る
た
め
︑
外
O
上
の
儀
禮

と
し
て
參
加
を
許
し
た(71

)
﹂
と
r
答
し
た
︒
會
審
違
�
に
裁
�
參
加
の
規
定
こ
そ
な
い
が
︑
領
事
團
の
決
定
で
は
︑
當
該
會
審
官
に
よ
っ
て
正
當

な
理
由
が
あ
る
と
�
斷
さ
れ
た
場
合
︑
參
加
を
許
可
し
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る(72

)
︒

(2
)

債
務
者
監
獄

(一
九
一
七
～
一
九
一
八
年
︑
中
西
案
件
)

民
事
事
件
に
お
け
る
保
證
金
の
額
が
閏
分
か
ど
う
か
は
檢
察
處
が
確
n
を
行
う
が
︑
時
に
原
吿
の
�
斷
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
原
吿

が
被
吿
に
よ
る
減
額
�
求
を
n
め
る
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
る(73

)
︒
し
か
し
︑
檢
察
の
n
可
を
經
た
閏
分
な
額
の
保
釋
金
を
原
吿
が
す
ぐ
に
n
め
な

か
っ
た
た
め
︑
ス
ペ
イ
ン
人
會
審
官
の
�
斷
に
よ
り
︑
勾
引
さ
れ
る
必
�
の
な
か
っ
た
被
吿
が
債
務
者
監
獄
に
留
置
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事

件
が
數
箇
�
の
閒
に
二
件
發
生
し
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
原
吿
の
被
吿
に
對
す
る
報
復
行
動
の
可
能
性
と
そ
の
危
險
性
が
檢
察
處
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
た
が(74

)
︑
原
則
�
に
公
廨
で
は
案
件
に
關
係
の
な
い
他
國
の
會
審
官
は
干
涉
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
例
か
ら
︑
臨
時
�
會
審
官
が
裁
�
を
擔
當
す
る
と
︑
彼
等
の
一
貫
性
を
缺
く
�
斷
に
よ
り
訴
訟
當
事
者
が
不
利
益
を
被
る
と
い
う
問

題
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
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一
九
二
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
本
國
へ
i
ら
れ
た
會
審
公
廨
に
關
す
る
報
吿
に
は
︑﹁
各
國
の
領
事
が
︑
少
し
で
も
自
國
の
利
益
が
關
わ
る
と

言
っ
た
だ
け
で
︑
そ
の

(臨
時
�
)
會
審
官
の
出
廷
が
許
さ
れ
る
と
い
う
や
り
方
は
︑
結
局
︑
ア
ヘ
ン
や
武
器
の
2
法
な
液
�
︑
そ
の
他
樣
々

な
惡
辣
な
°
慣
の
蔓
Ã
を
招
い
て
し
ま
っ
た(75

)
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
報
吿
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
各
國
領
事
に
會
審
を
任
せ
る
こ
と
の
b
F
は
大
き

く
︑
右
に
見
る
よ
う
な
債
務
者
監
獄
で
の
不
當
な
留
置
と
い
っ
た
問
題
は
も
と
よ
り
︑
{
に
惡
く
す
れ
ば
社
會
x
體
に
影
~
を
�
ぼ
し
か
ね
な

い
事
態
に
も
發
展
し
え
た
︒
多
樣
性
を
�
提
と
し
た
共
同
租
界
と
い
う
特
殊
な
場
に
お
い
て
︑
各
國
の
會
審
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
則
っ
て

裁
�
を
行
う
と
い
う
取
り
決
め
が
あ
る
以
上
︑
裁
�
や
手
續
に
あ
た
っ
て
各
國
會
審
官
の
閒
に
相
2
が
出
て
く
る
の
は
當
然
で
は
あ
る
が
︑
こ

の
よ
う
な
不
瓜
一
こ
そ
が
會
審
公
廨
に
混
亂
を
招
く
元
凶
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
起
こ
り
う
る
問
題
を
回
×
し
て
公
廨
で
の
業
務
を
圓
滑
に

Î
め
る
た
め
に
︑
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
に
お
け
る
手
續
の
權
力
は
︑
常
任
の
イ
ギ
リ
ス
人
會
審
官
に
集
}
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
︒
そ
の
目

�
は
訴
訟
當
事
者
の
權
利
の
法
�
保
護
よ
り
も
む
し
ろ
︑
一
に
公
廨
の
秩
序
維
持
︑
ひ
い
て
は
共
同
租
界
の
安
定
に
あ
っ
た
︒

第
四
`

會
審
公
廨
に
お
け
る
慣
例
存
續
の
背
景

臨
時
�
會
審
官
が
手
續
を
監
督
す
る
b
F
を
差
し
引
い
て
も
︑
常
任
の
民
事
會
審
官
が
手
續
を
獨
占
�
に
管
理
す
る
と
い
う
慣
例
は
︑
何
故

一
九
二
五
年
ま
で
維
持
さ
れ
た
の
か
︒
第
二
違
第
二
`
で
見
た
よ
う
な
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
振
る
舞
い
は
︑
檢
察
處
は
も
と
よ
り
︑
工
部
局
す
ら
敵

に
回
し
か
ね
な
い
危
う
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
︒
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
�
な
の
は
︑
公
廨
の
秩
序
維
持
に
始
ま
る
共
同
租

界
の
安
定
と
い
う
點
で
あ
る
︒
こ
の
社
會
の
安
定
を
實
現
す
る
た
め
に
︑
何
が
公
共
の
利
益
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
か
︒

ま
ず
︑
會
審
公
廨
が
機
能
す
る
た
め
に
︑
こ
れ
を
荏
え
る
樣
々
な
制
度
が
存
在
す
る
︒
イ
ギ
リ
ス
で
は
非
人
Ð
�
で
あ
る
と
し
て
一
八
六
九

年
に
廢
止
さ
れ
た
債
務
者
監
獄
制
度
や
︑
保
證
人
や
保
釋
金
を
め
ぐ
る
警
察
の
嚴
格
な
取
閲
り
な
ど
が
そ
う
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
當
時
の
租
界

に
お
け
る
重
大
な
社
會
問
題
に
ま
で
發
展
し
て
い
た
︒
一
九
一
五
年
初
頭
に
は
︑
債
務
者
監
獄
に
收
容
さ
れ
た
人
々
が
︑
工
部
局
に
對
し
て
こ

の
問
題
へ
の
円
議
を
行
っ
て
い
た
︒
彼
ら
が
言
う
に
は
︑
公
廨
が
領
事
團
の
管
理
に
移
さ
れ
て
か
ら
︑
差
役
が
規
則
を
�
守
し
な
い
と
い
う
b
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F
が
な
く
な
っ
た
點
は
よ
か
っ
た
が
︑
今
度
は
½
に
︑
苛
酷
な
法
�
手
續
が
x
て
の
案
件
に
﹁
一
律
に
﹂
�
用
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
︒
被
吿
の
出
廷
を
確
實
に
保
證
す
る
だ
け
の
保
釋
金
の
確
保
は
必
�
だ
が
︑
工
部
局
警
察
が
保
證
人
の
信
用
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
際
︑
被

吿
の
二
倍
に
あ
た
る
荏
拂
い
能
力
が
必
�
と
さ
れ
︑
そ
の
條
件
に
滿
た
な
け
れ
ば
た
だ
ち
に
債
務
者
監
獄
に
留
置
し
て
し
ま
う
︒
{
に
︑
現
行

の
規
則
で
は
會
社
の
經
營
者
が
保
釋
金
を
f
擔
す
る
必
�
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
現
狀
で
は
︑
經
營
者
が
常
に
そ
の
円
物
內
に
い
る
よ
う

な
信
用
に
足
る
企
業
は
︑
租
界
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る(76

)
︒
よ
っ
て
︑
彼
ら
は
法
の
嚴
格
な
�
用
を
¨
和
す
べ
き
だ
と
�
張
し
た

が
︑
一
九
一
五
年
の
訴
訟
手
續
規
則
制
定
以
影
も
こ
の
狀
況
は
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
こ
の
狀
況
を
見
か
ね
た
上
海
總
商
會
が
一
九
一
七
年
に
會
審
公
廨
に
對
し
て
K
見
を
述
べ
た
︒
總
商
會
の
�
張
は
︑
起
訴
を
行
う

人
々
の
中
に
は
單
に
報
復
目
�
の
者
も
い
る
と
い
う
の
に
︑
十
分
な
保
釋
金
を
>
し
︑
保
證
人
を
た
て
ら
れ
る
實
力
を
持
つ
﹁
體
面
あ
る
商

人
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
無
闇
や
た
ら
に
勾
引
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
{
に
︑
そ
の
手
續
に
お
い
て
も
︑

被
吿
が
訴
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
上
海
を
離
れ
て
い
る
場
合
︑
本
人
が
歸
っ
て
く
る
ま
で
﹁
傳
到
O
保
﹂
の
ビ
ラ
が
家
の
�
に
貼
ら
れ
た

ま
ま
で
あ
る
し
︑
も
し
警
察
に
勾
引
さ
れ
れ
ば
︑
¡
日
︑﹁
Ø
匪
﹂
と
と
も
に
手
錠
を
か
け
ら
れ
︑
公
廨
に
引
き
渡
さ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ

う
な
苛
酷
な
手
續
は
︑
體
面
と
信
用
と
で
身
を
立
て
て
い
る
上
海
の
商
人
に
と
っ
て
致
命
�
で
︑
上
海
の
經
濟
に
も
多
大
な
影
~
を
�
ぼ
す
と

說
い
た
︒
そ
こ
で
︑
訴
え
ら
れ
た
の
が
當
會
會
員
で
あ
れ
ば
︑
總
商
會
が
そ
の
人
物
を
保
護
す
る
か
わ
り
に
k
l
・
賠
償
な
ど
の
責
任
も
f
う

と
提
案
し
た
と
こ
ろ
︑
裁
�
長
の
關
絅
之
が
公
廨
と
總
商
會
と
の
仲
介
を
務
め
︑
當
時
常
任
會
審
官
の
地
位
を
>
し
て
い
た
英
米
獨
の
各
領
事

館
は
こ
の
提
案
を
承
n
し
た(77

)
︒
そ
の
後
︑
總
商
會
は
組
織
の
信
賴
を
高
め
︑
公
廨
に
お
け
る
﹁
體
面
商
人
優
待
權
﹂
を
得
ん
が
た
め
に
︑
入
會

規
則
の
嚴
格
E
と
組
織
の
引
き
閲
め
を
行
い
︑
怨
聞
な
ど
を
�
じ
て
會
員
に
Ù
書
き
や
Ú
�
等
の
s
報
を
提
供
す
る
よ
う
呼
び
か
け
︑
公
廨
に

提
出
す
る
會
員
名
Û
の
作
成
に
着
手
し
た
の
だ
っ
た(78

)
︒

た
だ
︑
總
商
會
は
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
﹁
體
面
問
題
﹂
と
捉
え
て
い
た
た
め
︑
體
面
あ
る
商
人
が
む
や
み
に
勾
引
さ
れ
る
の
は
理
に
合
わ
な

い
が
︑
一
般
の
商
人
は
租
界
外
へ
の
k
l
を
防
ぐ
た
め
︑
た
だ
ち
に
勾
引
し
て
も
�
わ
な
い
と
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
︑
苛
酷
な
手
續
が
一
般

― 22 ―

176



の
商
人
に
�
用
さ
れ
る
こ
と
に
對
し
て
特
に
抵
抗
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る(79

)
︒
手
續
規
則
の
一
律
�
用
を
×
け
る
た
め
に
口
頭
上
で
樣
々
な
決

定
を
し
て
の
け
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
︑
一
九
一
八
年
に
至
っ
て
職
務
輕
減
の
た
め
﹁
保
證
人
・
保
釋
金
を
用
K
で
き
な
い
被
吿
は
チ
ェ
ッ
ク
な
し

に
留
置
﹂
と
い
う
指
示
を
�
そ
う
し
て
い
た
背
景
に
は
︑
上
記
の
よ
う
な
體
面
あ
る
商
人
の
嚴
|
を
行
う
總
商
會
の
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
︒
つ

ま
り
︑
こ
の
よ
う
な
總
商
會
の
立
場
が
︑
公
廨
の
手
續
制
度
の
存
續
を
荏
持
し
た
と
い
う
面
が
強
く
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
總
商
會
の
K
圖
を
熟
知

し
た
上
で
公
廨
で
の
慣
例
に
沿
っ
て
い
た
︒
何
よ
り
イ
ギ
リ
ス
總
領
事
が
常
任
會
審
官
に
信
賴
を
寄
せ
︑
公
廨
で
長
年
務
め
た
中
國
人
裁
�
長

の
關
絅
之
も
彼
の
指
示
を
D
n
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
證
左
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
ド
イ
ツ
勢
力
の
後
Ý
後
に
常
任
職
を
得
た
日
本
人
會
審
官
が

一
九
二
二
年
に
こ
の
取
り
決
め
を
無
視
し
︑
中
國
人
裁
�
官
の
同
K
な
し
に
召
喚
狀
を
發
行
し
て
總
商
會
會
員
を
勾
引
し
て
し
ま
っ
た
際
に
は
︑

總
商
會
か
ら
痛
烈
な
批
�
が
寄
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る(80

)
︒
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
巧
妙
な
と
こ
ろ
は
︑
中
國
人
社
會
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
汲
み

取
っ
て
い
た
點
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

お

わ

り

に

民
事
事
件
と
い
う
性
質
上
︑
各
國
の
臨
時
�
會
審
官
は
�
等
に
裁
�
に
出
廷
す
る
權
利
を
>
し
︑
中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
に
關
し
て
は
自

國
の
利
F
が
關
る
こ
と
を
�
吿
し
さ
え
す
れ
ば
︑
彼
ら
の
出
廷
を
許
可
す
べ
し
と
領
事
團
は
決
定
し
た
︒
こ
れ
は
一
に
共
同
租
界
の
多
樣
性
と

國
際
性
に
鑑
み
た
上
で
の
決
定
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
實
際
に
は
︑
上
訴
廷
の
不
備
や
現
場
の
實
s
を
反
映
し
な
い
手
續
規
則
の
存
在
と
い
っ
た

問
題
か
ら
︑
公
廨
の
秩
序
維
持
に
努
め
る
常
任
の
會
審
官
ら
に
と
っ
て
は
︑
裁
�
に
お
け
る
手
續
の
是
非
を
監
視
す
る
民
事
會
審
官
の
存
在
は

必
�
不
可
缺
で
あ
り
︑
慣
例
に
疎
い
他
國
の
臨
時
�
會
審
官
に
x
て
を
委
ね
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
︑
臨
時
�
會
審
官
の
出
廷
に
よ
り

生
じ
う
る
手
續
上
の
諸
問
題
を
回
×
す
る
た
め
︑
イ
ギ
リ
ス
人
民
事
會
審
官
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
自
ら
の
も
と
に
權
力
を
集
中
さ
せ
た
結
果
︑
彼
ら

の
仕
事
の
f
擔
は
か
え
っ
て
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
彼
は
仕
事
を
減
ら
し
て
も
差
し
荏
え
な
い
部
分
か
ら
減
ら
そ
う
と
し
︑

苛
酷
な
手
續
を
被
吿
の
中
國
人
に
�
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
一
方
で
︑
總
商
會
は
︑
體
面
あ
る
商
人
は
こ
う
い
っ
た
手
續
か
ら
保
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護
す
べ
き
だ
が
︑
そ
の
他
一
般
商
人
に
つ
い
て
は
嚴
し
く
管
理
し
て
欲
し
い
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
た
た
め
︑
總
商
會
と
公
廨
の
雙
方
の
都

合
は
決
し
て
矛
盾
し
な
か
っ
た
の
だ
︒
つ
ま
り
︑
公
廨
は
完
x
に
中
國
の
﹁
傳
瓜
﹂
と
相
容
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
上
記
の
よ

う
な
相
互
依
存
狀
態
が
こ
の
體
制
を
存
續
さ
せ
る
一
つ
の
大
き
な
�
因
と
な
っ
て
い
た
︒

兩
者
は
と
も
に
公
廨
の
秩
序
維
持
に
よ
る
共
同
租
界
の
安
定
を
目
指
し
て
い
た
と
い
え
る
が
︑
彼
ら
の
考
え
る
公
共
の
利
益
と
は
租
界
に
お

け
る
經
濟
發
展
で
あ
り(81

)
︑
上
海
に
據
點
を
置
く
多
く
の
中
國
人
商
人
ら
に
と
っ
て
も
︑
中
國
當
局
の
手
が
�
ば
な
い
租
界
と
は
自
ら
の
經
濟
�

自
由
と
財
產
を
保
障
し
て
く
れ
る
場
で
あ
っ
た(82

)
︒
し
か
し
︑
同
時
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
社
會
の
大
部
分
を
擔
う
中
小
商
人
ら
に
と
っ

て
︑
問
題
は
そ
の
ま
ま
に
据
え
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
實
で
あ
る
︒
で
は
︑
一
九
二
五
年
に
勃
發
し
た
五
・
三
〇
事
件
の
O
涉
に
お
い
て
︑

總
商
會
會
長
の
ß
洽
卿
が
︑
公
廨
は
中
國
と
外
國
の
紛
爭
の
�
た
る
原
因
で
あ
る
と
n
め
る
に
至
っ
た
理
由
と
は
一
體
何
だ
っ
た
の
か
︒
こ
れ

は
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

A
natol.
M
.
K
otenev,
S
h
an
gh
ai:
Its
M
ixed
C
ou
rt
an
d

C
ou
n
cil,N
orth-C
hina
D
aily
N
ew
s
&
H
erald,L
im
ited,1925.

(2
)

張
銓
﹁
上
海
公
共
租
界
會
審
公
廨
論
�

(續
)﹂﹃
J
林
﹄
上
海
社

會
科
學
院
歷
J
硏
究
�
︑
一
九
九
〇
年
第
一
�
︒

(3
)

馬
長
林
﹁
晚
淸
涉
外
法
權
�
一
箇
怪
物

︱
︱
上
海
公
共
租
界
會

審
公
廨
剖
析
﹂﹃
檔
案
與
歷
J
﹄
上
海
市
檔
案
館
︑
一
九
八
八
年
第

四
�
︒

(4
)

T
hom
as
B
.
Stephens.
O
rd
er
an
d
D
isciplin
e
in
C
h
in
a
:

T
h
e
S
h
an
gh
ai
M
ixed
C
ou
rt
1
9
1
1
-2
7
,U
niversity
of
W
ash-

ington
P
ress,1992.

(5
)

楊
湘
鈞
﹃
�
國
之
鞭
與
寡
頭
之
鏈

︱
︱
上
海
會
審
公
廨
權
力
關

係
變
	
硏
究
﹄
北
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︒

(6
)

P
är
K
ristoffer
C
assel,
G
rou
n
d
s
of
Ju
d
gm
en
t:
E
xtra-

territoriality
an
d
Im
perial
P
ow
er
in
N
in
eteen
th
-C
en
tu
ry

C
h
in
a
an
d
Japan
,O
xford
U
niversity
P
ress,2012.

(7
)

本
野
英
一
﹁
在
華
外
國
人
側
よ
り
見
た
﹁
大
鬧
會
審
公
廨
案

(一

九
〇
五
)
﹂
に
關
す
る
一
考
察
﹂
斯
波
義
信
P
﹃
モ
リ
ソ
ン
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
世
界
﹄
東
洋
�
庫
︑
二
〇
一
二
年
︒
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(8
)

楊
湘
鈞
�
揭
書
︑
二
一
八
～
二
一
九
頁
︒

(9
)

共
同
租
界

(International
Settlem
ent)
は
一
國
專
管
租
界
と

は
衣
な
り
︑
各
國
に
よ
る
共
同
管
理
が
行
わ
れ
︑
各
外
國
人
の
地
位

は
�
等
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
�
田
捷
雄
﹃
荏
\
租
界
論
﹄
增
補
︑
巖

松
堂
書
店
︑
一
九
三
九
年
︑
八
三
～
八
六
頁
︒

(10
)

例
え
ば
︑
徐
小
群

(X
iaoqun
X
u,T
rial
of
M
od
ern
ity
:
Ju
d
i-

cial
R
eform
in
E
arly
T
w
en
tieth
-C
en
tu
ry,Stanford
U
niver-

sity
P
ress,2008)
は
中
國
司
法
の
�
代
E
の
特
�
に
つ
い
て
︑
中

央
と
地
方
の
斷
絕
︑
@
�
に
よ
る
規
範
E
と
慣
°
の
對
抗
と
い
っ
た

點
を
指
摘
し
て
お
り
︑
加
�
雄
三

(﹁
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
號
事
件
始

末
：
英
國
汽
�
に
よ
る
舟
山
漁
場
の
警
護
と
上
海
高
等
法
院
開
設
�

の
英
國
領
事
裁
�
﹂﹃
東
洋
�
E
硏
究
�
紀
�
﹄
東
京
大
學
東
洋
�

E
硏
究
�
︑
第
一
六
三
號
︑
二
〇
一
三
年
)
は
領
事
裁
�
の
特
質
と

英
米
法
の
影
~
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
ま
た
︑
中
國
人
辯
護
士
の
活
動

に
�
目
し
た
硏
究
も
あ
る

(陳
同
﹃
�
代
社
會
變
	
中
�
上
海
律

師
﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︒
孫
I
敏
﹃
制
度
移
�
：
民

初
上
海
�
中
國
律
師

(一
九
一
二
～
一
九
三
七
)﹄
中
央
硏
究
院
�

代
J
硏
究
�
︑
二
〇
一
二
年
︑
な
ど
)︒

(11
)

楊
湘
鈞
�
揭
書
︑
九
九
頁
︒

(12
)

W
estel
W
.
W
illoughby,
F
oreign
R
igh
ts
an
d
In
terests
in

C
h
in
a,Johns
H
opkins
P
ress,1920,p.62.

(13
)

本
野
�
揭
論
�
︑
一
一
三
～
一
一
四
頁
︒

(14
)

中
國
各
地
の
審
�
廳
の
裁
�
官
も
商
業
上
の
慣
°
に
關
す
る
知
識

が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
︑
民
國
�
か
ら
各
地
の
商
會
の
も
と
に
商

事
訴
訟
を
專
門
�
に
�
う
商
事
公
斷
處
が
設
立
さ
れ
︑
中
國
人
の
商

業
上
の
紛
爭
を
�
停
す
る
役
割
を
果
た
し
た
︒
上
海
で
も
一
九
一
三

年
に
總
商
會
の
も
と
に
商
事
公
斷
處
が
設
け
ら
れ
た
が
︑
こ
の
機
關

も
依
然
と
し
て
仲
裁
�
と
し
て
の
性
格
を
脫
し
き
れ
ず
︑
�
決
の
執

行
と
い
う
點
で
は
そ
の
執
行
力
に
疑
問
が
殘
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

(15
)
民
事
會
審
官
は
領
事
團
|
擧
で
|
出
さ
れ
︑
租
界
內
で
發
生
し
た

中
國
人
同
士
の
民
事
事
件
に
出
廷
す
る
權
限
を
持
つ
︒
定
員
は
三
名

(
後
に
四
名
)
で
あ
り
︑
|
擧
は
每
年
行
わ
れ
る
が
︑
長
�
閒
に
わ

た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
が
當
|
し
續
け
て
い
た
︒
𠛬
事
會
審

官
も
領
事
團
|
擧
で
|
出
さ
れ
︑
被
吿
が
條
}
國
外
國
人
の
場
合
以

外
の
x
て
の
𠛬
事
事
件
を
擔
當
す
る
︒
𠛬
事
會
審
官
は
や
や
特
殊
で
︑

い
っ
た
ん
|
擧
を
經
て
𠛬
事
會
審
官
に
任
命
さ
れ
れ
ば
︑
そ
の
地
位

は
原
則
�
に
變
{
が
な
く
永
久
�
な
も
の
と
な
る
︒
そ
の
枠
は
一
九

一
七
年
ま
で
イ
ギ
リ
ス
︑
ア
メ
リ
カ
︑
ド
イ
ツ
の
三
國
に
占
め
ら
れ
て

い
た
︒
そ
し
て
︑
特
別
會
審
官
は
ロ
シ
ア
人
關
係
の
裁
�
に
出
廷
す
る
︒

JA
C
A
R
(ア
ジ
ア
歷
J
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
ef.B
10070316000,
上

海
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題

(附

厦
門
共
同
租
界
會
審
衙
門
問

題
)・
荏
\
人
ノ
租
界
行
政
參
與
問
題
／
在
荏
治
外
法
權
撤
廢
ニ
關

ス
ル
國
際
�
査
委
員
會
�
料

第
二
輯
／
一
九
二
五
年

(
條
二
︑
三

九
)(外
務
省
外
O
J
料
館
)︑
上
海
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題
︑
一

四
～
一
五
頁
︒

(16
)

外
O
J
料
館
藏
﹁
各
國
裁
�
機
關
關
係
雜
件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海

會
審
衙
門
之
部
﹂
(四
︑
一
︑
一
︑
一
七
)
西
田
畊
一
﹁
上
海
會
審

衙
門
制
度
﹂﹃
Q
報
上
海
﹄
第
三
`
︑
訴
訟
手
續
と
會
審
方
法
︑
二
︑

民
事
事
件
の
項
參
照
︒
村
上
總
領
事
代
理
よ
り
松
原
書
記
官
宛
︑
一

九
一
四
年
五
�
二
日
︒
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(17
)

こ
こ
で
の
﹁
檢
察
處
﹂
と
は
︑
中
國
語
で
﹁
書
記
處
﹂︑
日
本
語

で
﹁
事
務
部
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
現
在
で
い
う
檢
察
と
は
衣

な
る
︒

(18
)

本
野
�
揭
論
�
︑
一
三
七
頁
︒

(19
)

一
九
〇
五
年
に
黃
煊
と
い
う
中
國
人
裁
�
官
が
公
廨
に
出
廷
し
て

い
た
が
︑
工
部
局
警
察
が
d
捕
し
た
凶
惡
犯
罪
者
を
證
據
の
書
鯵
と

と
も
に
公
廨
に
引
き
渡
し
た
と
こ
ろ
︑
黃
煊
は
こ
の
書
鯵
の
紛
失
・

�
失
を
理
由
に
︑
證
據
不
十
分
と
し
て
彼
ら
を
釋
放
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
事
件
が
あ
る
︒
黃
煊
は
も
と
も
と
法
廷
に
お
け
る
不
正
行
爲

が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
辭
職
に
D
い

<
ま
れ
た
︒
本
野
�
揭
論
�
︑
一
三
六
頁
︒

(20
)

“T
he
C
ham
ber
ofC
om
m
erce
knew
very
w
ellthat
a
lot
of

funds
belonging
to
parties
in
native
civil
cases
had
dis-

appeared,and
that
the
m
oney
had
gone
into
the
pocket
of

the
M
agistrate.”
“T
he
proposal
that
the
foreign
A
ssessor

should
w
atch
the
case
m
eant
that
he
w
as
to
see
that
no

irregularities
w
ere
com
m
itted
by
the
M
agistrate.”
“T
he

M
ixed
C
ourt,”
N
C
H
,D
ec.16,1911,p.754.

(21
)

JA
C
A
R
:R
ef.B
10070316000,
上
海
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題

(附

厦
門
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題
)・
荏
\
人
ノ
租
界
行
政
參
與

問
題
／
在
荏
治
外
法
權
撤
廢
ニ
關
ス
ル
國
際
�
査
委
員
會
�
料

第

二
輯
／
一
九
二
五
年

(條
二
︑
三
九
)(外
務
省
外
O
J
料
館
)︑
上

海
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題
︑
五
〇
頁
︒

(22
)

同
上
︑
上
海
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題
︒
六
一
～
六
二
頁
︒

(23
)

｢觀
審
之
副
領
︑
大
都
爲
律
師
出
身
︑
或
具
>
法
律
知
識
者
﹂︒
丁

榕
﹁
上
海
公
共
租
界
之
治
外
法
權
�
會
審
公
廨
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
一

九
一
五
年
一
二
卷
四
號
︑
九
頁
︒

(24
)

“T
he
A
ssessors
in
C
hinese
C
ivil
cases
should
sit
as

A
ssessors
for
the
C
onsular
B
ody.”
外
O
J
料
館
藏
﹁
各
國
裁

�
機
關
關
係
雜
件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海
會
審
衙
門
之
部
﹂
(四
︑
一
︑

一
︑
一
七
)
“D
raft
of
P
roposed
L
etter
to
the
D
ean
of
the

D
iplom
atic
B
ody.”
Siffert
ベ
ル
ギ
ー
總
領
事
�
領
事
團
首
席
領

事
よ
り
外
O
團
長
宛
︒

(25
)

“T
heir
presence
should
be
insisted
upon
in
the
interest
of

the
C
hinese
C
om
m
unity,especially
of
the
sm
all
shopkeep-

ers
;the
latter
proved
to
be
strongly
in
favour
of
F
oreign

A
ssessors
w
ho
how
ever
m
ust
be
in
a
position
to
take
part

in
the
proceedings
and
not
m
erely
“to
w
atch”.”
同
�
︒

(26
)

�
田
捷
雄
﹃
荏
\
に
於
け
る
租
界
の
硏
究
﹄
巖
松
堂
"
店
︑
一
九

四
一
年
︑
二
〇
六
頁
︒
K
otenev
op.
cit.,pp.173
-
175.

(27
)

K
otenev
op.
cit.,pp.195
-
196.

(28
)

場
合
に
よ
っ
て
は
四
︑
五
人
の
會
審
官
が
立
ち
會
う
こ
と
も
あ
る
︒

(29
)

馬
場
鍬
太
郞
﹁
荏
\
會
審
制
度
﹂﹃
荏
\
の
會
審
制
度
︑
北
京
大

學
︑
黃
河
上
液
の
水


﹄
上
海
東
亞
同
�
書
院
硏
究
部
︑
一
九
二
二

年
六
�
︑
一
四
頁
︒

(30
)

“O
ur
Spanish
C
olleague̓
s
letter
am
ounts
sim
ply
to
a

com
plaint
that
the
A
ssessors
appointed
by
the
C
onsular

B
ody
do
not
observe
the
ruling
of
the
C
onsular
B
ody
as
to

allcases
in
w
hich
one
of
its
m
em
bers
gives
due
notice
that

his
nationalinterest
is
involved
︱
that
is,if,as
there
seem
s
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no
reason
to
doubt,
the
R
egistrar
states
their
practice

correctly.”
“T
his
com
plaint,in
m
y
opinion,w
ould
best
be

m
et
by
the
C
onsular
B
ody
asking
the
superiors
ofthe
three

assessors
to
instruct
them
that
the
ruling
applies
to
all

cases
brought
in
the
M
ixed
C
ourt
and
that
the
fact
of
due

notice
from
one
of
our
m
em
bers
ipso
facto
rem
oves
a
case

from
the
category
of
C
hinese
C
ivil
C
ases.”
外
O
J
料
館
藏

﹁
各
國
裁
�
機
關
關
係
雜
件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海
會
審
衙
門
之
部
﹂

(四
︑
一
︑
一
︑
一
七
)
“M
ixed
C
ourt
:
rem
arks
an
sugges-

tions
re
draft
reply
to
D
iplom
atic
B
ody.”
一
九
一
四
年
三
�
一

九
日
︒

(31
)

“M
y
instructions
w
ould
com
pelm
e,even
if
in
a
m
inority

of
one,to
resist
and
to
dissent
from
any
proposalcapable
of

disturbing
the
present
arrangem
ent,w
hich
has
lasted
for

G
reater
P
art
of
the
M
ixed
C
ourt̓s
existence
w
ithout
the

need
for
definition
now
alleged
and
w
ithout
any
dispute

w
ith
the
C
hinese
authorities
as
to
the
capacity
in
w
hich

three
assessors
sit.”
外
O
J
料
館
藏
﹁
各
國
裁
�
機
關
關
係
雜

件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海
會
審
衙
門
之
部
﹂
(四
︑
一
︑
一
︑
一
七
)

“M
ixed
C
ourt
:
rem
arks
an
suggestions
re
draft
reply
to

D
iplom
atic
B
ody.”
一
九
一
四
年
三
�
一
九
日
の
書
鯵
に
對
す
る

H
.E
.F
raser
イ
ギ
リ
ス
總
領
事
か
ら

Siffert
ベ
ル
ギ
ー
總
領
事
�

領
事
團
首
席
領
事
へ
の
r
答
︒

(32
)

K
otenev
op.
cit.,pp.195
-
196.

(33
)

T
h
e
F
oreign
O
ffice
L
ist
an
d
D
iplom
atic
an
d
C
on
su
lar

Y
ear
B
ook,L
ondon
:H
arrison
and
Sons,1943,p.232.

(34
)

“International
M
ixed
C
ourt,”
N
C
H
,
Sep.25,1915,p.834.

(35
)

K
otenev
op.
cit.,p.196.

(36
)

イ
ギ
リ
ス
人
を
原
吿
と
し
︑
中
國
人
を
被
吿
と
す
る
民
事
事
件
の

案
件
數
は
一
九
一
五
年
に
二
〇
〇
件
發
生
し
︑
一
九
二
二
年
に
は
六

〇
〇
件
を
上
回
る
よ
う
に
な
る

(中
伊
案
件
と
中
日
案
件
の
一
九
一

五
年
に
お
け
る
案
件
數
は
そ
れ
ぞ
れ
六
件
と
二
一
件
︑
一
九
二
二
年

に
は
三
五
件
︑
三
九
件
)
︒
K
otenev
op.
cit.,pp.317
-
318.

(37
)

ガ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
一
九
一
〇
年
か
ら
會
審
公
廨
の
�
席
會
審
官
を

務
め
︑
そ
の
後
一
九
一
七
年
に
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
法
曹
院
に
招
聘
さ

れ
た
︒
T
h
e
F
oreign
O
ffice
L
ist
an
d
D
iplom
atic
an
d
C
on
su
-

lar
Y
ear
B
ook,L
ondon
:H
arrison
and
Sons,1927,p.244.

(38
)

外
O
J
料
館
藏
﹁
各
國
裁
�
機
關
關
係
雜
件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海

會
審
衙
門
之
部
﹂
(四
︑
一
︑
一
︑
一
七
)
西
田
畊
一
﹁
上
海
會
審

衙
門
制
度
﹂
﹃
Q
報
上
海
﹄
第
五
`
︑
審
理
と
法
律
︑
村
上
總
領
事

代
理
よ
り
松
原
書
記
官
宛
︑
一
九
一
四
年
五
�
二
日
︒

(39
)

外
O
J
料
館
藏
﹁
各
國
裁
�
機
關
關
係
雜
件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海

會
審
衙
門
之
部
﹂
(四
︑
一
︑
一
︑
一
七
)﹁
會
審
衙
門
ポ
リ
ス
︑

ア
ッ
セ
ッ
サ
ー
ニ
關
ス
ル
件
﹂
在
上
海
總
領
事
>
吉
@
か
ら
在
荏
\

特
命
x
權
公
使
男
)
林
權
助
宛
︑
公
領
機
第
一
〇
號
︑
一
九
一
七
年

三
�
二
六
日
︒

(40
)

上
海
市
檔
案
館
藏
﹁
上
海
公
共
租
界
工
部
局
捕
*
總
¿
與
總
辦
處

關
於
民
事
案
件
�
序
︑
書
記
官
職
責
會
審
公
廨
�
序
和
警
力
不
足
等

�
來
M
�
書
﹂
U
1-2-709,R
E
:B
ritish
C
ivilC
ase
2173
Shang-

haiW
ater
W
orks
C
o.Z
ung
K
yum
g
F
aung
(�
錦
芳
)
C
laim
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for
T
ls.54,John
Shaw
to
the
R
egistrar,M
ixed
C
ourt,O
ct.9,

1918.

(41
)

上
海
市
檔
案
館
藏
U
1-2-709,M
ixed
C
ourt
R
egistrar,Spring-

field
to
C
aptain
Superintendent
of
P
olice,O
ct.14,1918.

(42
)

同
上
︒

(43
)

同
上
︒

(44
)

“⁝
an
A
ssessor
m
akes
rules
verbally,never
in
w
riting,

and
breaks
or
reverses
them
w
ithin
the
space
of
a
few

w
eeks.”
同
上
︒

(45
)

同
上
︒

(46
)

上
海
市
檔
案
館
藏

U
1-2-709,E
.C
.P
.C
hairm
an
to
D
.Siffert

E
sq.
C
onsul
G
eneral
for
B
elgium
and
Senior
C
onsul,
N
ov.

29,1918.

(47
)

上
海
市
檔
案
館
藏

U
1-2-709,
P
rocedure
in
C
ivil
C
ases,

N
ew
m
an
to
L
iddell,A
cting
Secretary.D
ec.3,1918.
上
海
市

檔
案
館
藏

U
1-2-709,M
ixed
C
ourt
P
rocedure,from
Spring-

field
to
C
aptain-Superintendent
of
P
olice.D
ec.14,1918.

(48
)

上
海
市
檔
案
館
﹃
工
部
局
董
事
會
會
議
錄
﹄
第
二
〇
卷
︑
上
海
古

籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三
六
五
頁
︒

(49
)

一
九
一
四
年
一
�
の
時
點
で
︑
初
審
を
o
え
て
い
る
案
件
が
旣
に

二
〇
〇
件
以
上
に
上
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
︒
外
O
J
料
館

藏
﹁
各
國
裁
�
機
關
關
係
雜
件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海
會
審
衙
門
之

部
﹂
(四
︑
一
︑
一
︑
一
七
)﹁
會
審
衙
門
引
渡
方
ニ
關
シ
領
事
團
會

議
ニ
關
ス
ル
稟
報
ノ
件
﹂
在
上
海
總
領
事
代
理
村
上
義
溫
か
ら
外
務

大
臣
男
)
牧
野
伸
顯
宛
︑
機
審
號
外
︑
一
九
一
四
年
三
�
三
〇
日
︑

D
raft
to
the
D
ean
of
the
D
iplom
atic
B
ody,D
.Siffert,Senior

C
onsul.

(50
)

日
本
大
學
專
門
部
法
律
科
を
卒
業
し
︑
會
審
公
廨
に
出
廷
し
た
經

歷
を
持
つ
︒
ま
た
︑
上
海
の
辯
護
士
事
務
�
で
辯
護
士
を
し
て
い
た

の
は
二
〇
年
ほ
ど
に
も
の
ぼ
る
︒
巢
堃
﹁
上
海
會
審
公
堂
筆
記
﹂

﹃
法
律
Q
刊
﹄
一
九
二
三
年
一
二
�
︑
三
〇
頁
︒

(51
)

孫
�
揭
書
︑
一
三
五
～
一
三
六
頁
︒

(52
)

｢
同
一
事
實
之
案
︑
在
同
一
問
官
之
�
︑
審
理
結
果
︑
其
�
詞
-

出
之
兩
人
完
x
不
同
︑
甚
至
同
床
各
夢
﹂︒
巢
堃
﹁
上
海
會
審
公
堂

筆
記
﹂﹃
法
律
Q
刊
﹄
一
九
二
三
年
一
二
�
︑
三
二
頁
︒

(53
)

｢{
爲
重
�
︑
吾
國
訴
訟
法
中
>
@
�
規
定
︑
而
公
廨
付
之
缺
如
︑

每
以
問
官
之
自
由
心
證
爲
之
定
讞
﹂︒
巢
堃
﹁
上
海
會
審
公
堂
筆
記
﹂

﹃
法
律
Q
刊
﹄
一
九
二
三
年
一
三
�
︑
三
六
頁
︒

(54
)

“M
ixed
C
ourt̓s
A
w
ard
to
the
P
laintiff,”
N
C
H
,
D
ec.28,

1918,p.795.

(55
)

“A
pplication
for
E
xecution,”
N
C
H
,D
ec.28,1918,p.796.

(56
)

“C
hinese
G
overnm
ent
Stops
P
aym
ent
of
M
oney,”
N
C
H
,

Jan.4,1919,p.27.

(57
)

JA
C
A
R
:R
ef.B
10070316000,
上
海
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題

(附

厦
門
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題
)・
荏
\
人
ノ
租
界
行
政
參
與

問
題
／
在
荏
治
外
法
權
撤
廢
ニ
關
ス
ル
國
際
�
査
委
員
會
�
料

第

二
輯
／
一
九
二
五
年

(條
二
︑
三
九
)(
外
務
省
外
O
J
料
館
)︑
三

七
頁
︒

(58
)

“A
Q
uestion
of
A
ppeal,”
N
C
H
,Jan.4,1919,p.26.

(59
)

怨
聞
報
Ð
に
記
さ
れ
て
い
る
ロ
ス
の
態
度
と
し
て
は
︑﹁
彼
(ロ
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ス
)
が
同
K
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
︑
マ
ス
タ
ー
が
彼
に

反
論
し
て
く
る
の
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
﹂
と
あ
る
︒

“W
hich
Judgm
ent
H
olds
?”
N
C
H
,Jan.4,1919,p.28.

(60
)

“M
agistrate
A
llow
s
A
ppeal,”
N
C
H
,Jan.4,1919,p.27.

(61
)

ラ
イ
ト
は
︑
公
廨
は
�
決
の
執
行
に
お
い
て
威
嚴
を
示
す
べ
き
で

あ
る
と
�
張
し
た
︒
“B
reak
O
pen
the
Safe,”
N
C
H
,
Jan.4,

1919,p.26.

(62
)

｢其
公
廨
之
不
能
不
參
用
西
律
︑
亦
>
數
因
︒
蓋
民
事
案
之
s
態

百
出
︑
或
爲
我
國
民
法
�
未
規
定
者
︑
亦
>
民
法
規
定
︑
與
此
案
之

s
態
不
相
宜
者
﹂︒
丁
榕
﹁
上
海
公
共
租
界
之
治
外
法
權
�
會
審
公

廨
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
一
二
卷
四
號
︑
一
九
一
五
年
︑
一
〇
～
一
一
頁
︒

(63
)

黃
源
盛
﹁﹃
民
𠛬
混
沌
﹄
か
ら
﹃
民
𠛬
分
立
﹄
へ

︱
︱
民
國
初

�
の
大
理
院
民
事
裁
�
に
お
け
る
法
源
﹂
夫
馬
Î
P
﹃
中
國
訴
訟
社

會
J
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學
0
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
參
照
︒

(64
)

會
審
公
廨
が
領
事
團
に
接
收
さ
れ
る
以
�
か
ら
︑
孔
昭
焱
(日
本

法
政
大
學
に
て
學
ぶ
︒
後
に
司
法
部
N
長
︑
國
民
政
府
�
高
法
院
東

北
分
院
院
長
な
ど
を
歷
任
)
が
�
例
保
存
の
不
備
に
つ
い
て
指
摘
し

て
い
る
︒﹁
�
例
保
存
之
不
備
︑
而
諸
國
陪
審
�
員
︑
動
輙
蔑
視
先

例
效
力
︒
故
慣
例
印
歷
久
而
不
2
芽
﹂︒
希
白
﹁
上
海
領
事
裁
�
�

會
審
制
度
﹂﹃
怨
民
叢
報
﹄
第
四
年
第
三
號
︑
一
九
〇
六
年
︑
二
五

頁
︒
そ
し
て
︑
こ
の
狀
況
は
一
九
一
二
年
以
影
も
變
E
し
な
か
っ
た

と
い
え
る
︒﹁
其
錄
供
之
人
�
錄
之
供
︑
仍
襲
淸
制
︒
非
缺
少
不
x

卽
3
賂
{
改
︑
⁝
⁝
(中
略
)⁝
⁝
︑
�
錄
者
英
�
竝
不
附
卷
︑
然
記

其
大
略
︑
毫
無
證
據
之
價
値
︒
其
錄
供
之
紙
︑
旣
數
年
後
亦
可
賂
爲

{
改
︒
因
檔
案
竝
無
目
錄
騎
4
﹂︒
巢
堃
﹁
上
海
會
審
公
堂
筆
記
﹂

﹃
法
律
Q
刊
﹄
一
九
二
三
年
一
二
�
︑
三
二
頁
︒

(65
)

﹁
卽
甲
�
之
律
師
引
英
美
法
例
爲
據
︑
乙
�
之
律
師
據
法
K
慣
例

爲
憑
︑
偶
>
第
三
者
之
參
加
︑
律
師
揆
俄
日
法
典
而
爭
︑
問
官
如
5

五
里
霧
中
問
Ð
也
﹂
︒
巢
堃
﹁
上
海
會
審
公
堂
筆
記
﹂
﹃
法
律
Q
刊
﹄

一
九
二
三
年
一
二
�
︑
三
二
頁
︒

(66
)

一
九
〇
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
學
を
卒
業
し
た

後
︑
リ
ン
カ
ー
ン
法
曹
院
で
法
律
を
學
び
︑
一
九
〇
九
年
に
法
廷
辯

護
士
の
�
格
を
得
︑
上
海
租
界
第
一
人
目
の
中
國
人
辯
護
士
と
な
る
︒

一
九
一
二
年
に
中
華
民
國
律
師
總
公
會
に
加
入
す
る
も
の
の
︑
一
九

一
五
年
に
は
公
會
か
ら
脫
Ý
し
︑
上
海
華
界
で
の
出
廷
權
を
失
う
︒

し
か
し
︑
會
審
公
廨
で
は
辯
護
活
動
を
續
け
た
︒
孫
�
揭
書
︑
二
二

～
二
三
頁
︒
ま
た
︑
公
廨
で
は
熊
希
齡
事
件
な
ど
を
擔
當
し
た
經
歷

を
>
す
︒

(67
)

�
二
三
參
照
︒

(68
)

｢各
國
領
事
︑
其
經
驗
與
°
慣
不
同
︑
故
其
眼
光
自
衣
︒
M
M
同

一
案
s
︑
而
辦
法
殊
衣
︒
況
一
法
廷
中
而
>
國
籍
不
同
之
裁
�
官
二

人
︑
則
�
�
人
之
想
宴
︑
以
爲
此
二
人
者
必
各
>
�
6
護
︒
因
生
疑

Í
私
曲
之
心
︑
乏
Ó
重
法
律
之
念
﹂
︒
丁
榕
﹁
上
海
公
共
租
界
之
治

外
法
權
�
會
審
公
廨
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
一
九
一
五
年
一
二
卷
四
號
︑

一
〇
～
一
一
頁
︒

(69
)

｢英
副
領
事
�
英
國
法
制
爲
�
>
力
量
﹂︒
﹁
司
法
部
對
於
上
海
租

界
會
審
公
堂
�
査
報
吿
書
﹂﹃
法
制
學
報
﹄
一
九
一
八
年
第
六
第
七

�
合
刊
︑
四
頁
︒

(70
)

首
席
領
事
が
ロ
ス
不
信
任
の
理
由
を
7
ね
た
と
こ
ろ
︑
辯
護
士
協

會
の
代
表
は
﹁
そ
れ
は
領
事
團
に
關
係
な
い
﹂
と
の
一
點
張
り
で
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あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
�
9
�
に
領
事
團
は
取
り
合
わ
な
か
っ
た
︒

F
O
228/3509,
Italian
L
aw
yer
at
Shanghai
1918-19,
C
opy,

1918
A
ug.8,
from
E
.H
.
F
raser
to
A
.G
.
M
ossop,
A
cting

C
row
n
A
dvocate.
ま
た
︑
ロ
ス
が
一
九
二
〇
年
に
後
任
の
イ
タ

リ
ア
人
會
審
官
を
Ì
手
に
指
名
し
︑
地
位
を
繼
が
せ
よ
う
と
し
て
い

た
と
こ
ろ
︑
ア
メ
リ
カ
辯
護
士
ら
の
抗
議
に
あ
っ
た
︒
JA
C
A
R
:

B
10070316000,
上
海
共
同
租
界
會
審
衙
門
問
題
(附

厦
門
共
同

租
界
會
審
衙
門
問
題
)・
荏
\
人
ノ
租
界
行
政
參
與
問
題
／
在
荏
治

外
法
權
撤
廢
ニ
關
ス
ル
國
際
�
査
委
員
會
�
料

第
二
輯
／
一
九
二

五
年

(條
二
︑
三
九
)(外
務
省
外
O
J
料
館
)︑
二
︑
會
審
衙
門
回

收
問
題
︑
二
九
頁
︒

(71
)

外
O
J
料
館
藏
﹁
各
國
裁
�
機
關
關
係
雜
件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海

會
審
衙
門
之
部
﹂
(四
︑
一
︑
一
︑
一
七
)︑
上
海
會
審
衙
門
裁
�
事

件
ニ
關
ス
ル
陳
s
書
︑
杉
浦
眞
作
よ
り
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
宛
︑

一
九
二
四
年
一
〇
�
︒

(72
)

外
O
J
料
館
藏
﹁
各
國
裁
�
機
關
關
係
雜
件
︑
荏
\
之
部
︑
上
海

會
審
衙
門
之
部
﹂
(四
︑
一
︑
一
︑
一
七
)︑
上
海
會
審
衙
門
裁
�
事

件
ニ
關
ス
ル
陳
s
書
ノ
件
︑
在
上
海
總
領
事
矢
田
七
太
郞
よ
り
外
務

大
臣
9
原
喜
重
郞
宛
︑
一
九
二
四
年
一
一
�
三
〇
日
︒

(73
)

｢公
共
公
廨
訊
案
彙
錄
﹂
(一
)﹃
申
報
﹄
一
九
二
四
年
二
�
二
六

日
︒
保
證
金
減
額
�
求
が
;
け
入
れ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
︑
一
九

二
四
年
一
�
二
〇
日
(四
)︑
一
九
二
四
年
二
�
一
七
日
(二
)な
ど
︒

(74
)

上
海
市
檔
案
館
藏
︑
U
1-2-706﹁
捕
*
總
¿
與
總
辧
閒
關
與
人

員
聘
用
︑
Ý
職
︑
物
品
供
應
和
會
審
公
廨
民
事
案
件
等
�
�
書
﹂

Security
B
onds,
F
rom

Springfield,
A
cting
R
egister,
to

C
aptain-Superintendent
of
P
olice.Shanghai,Jul.15,1918.

(75
)

“Such
are
the
delicacies
of
internationalintercourse
that

the
bare
statem
ent
by
any
consul
that
he
claim
ed
“inter-

est”
in
any
particular
case
w
as
sufficient
to
put
an
assessor

of
that
consul̓s
nationality
on
the
bench
for
the
trialof
that

case.
It
resulted
from
this
system
that
illicit
traffic
in

opium
and
arm
s
and
m
any
other
nefarious
practices
flour-

ished
under
the
protection
of
the
P
ortuguese,
Spanish,

Italian
and
other
consuls
;”
C
A
B
24/203
T
he
Shanghai

Situation,C
irculated
by
direction
of
the
Secretary
of
State

for
F
oreign
A
ffairs.M
ay
1929.

(76
)

K
otenev
op.
cit.,p.190.

(77
)

｢
二
︑
上
海
總
商
會
與
會
審
公
廨
M
來
函
件
�
�
附
各
國
副
領
事

復
函
﹂
上
海
市
工
商
業
聯
合
會
︑
復
旦
大
學
歷
J
系
P
﹃
上
海
總
商

會
組
織
J
�
料
彙
P
﹄
上
卷
︑
世
紀
出
版
集
團
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑

二
〇
〇
四
年
︑
二
六
八
～
二
六
九
頁
︒

(78
)

｢總
商
會
今
日
開
會
之
議
案
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
一
八
年
三
�
二
三
日
︒

(79
)

｢被
吿
>
保
O
保
︑
無
保
暫
押
︑
乃
系
公
堂
愼
重
案
件
之
K
﹂
︒

﹃
上
海
總
商
會
議
事
錄
﹄
第
二
卷
︑
一
九
一
六
年
九
�
九
日
第
十
八

�
常
會
議
案
︑
(一
)
改
良
公
共
租
界
會
審
公
廨
案
︑﹁
公
斷
處
處
長

張
知
笙
君
改
良
公
廨
K
見
書
四
條
﹂
︑
七
三
一
頁
︒

(80
)

｢
中
華
民
國
十
一
年
三
�
四
日
下
午
三
時
開
x
體
會
員
會
議
事
錄
﹂

上
海
市
工
商
業
聯
合
會
P
﹃
上
海
總
商
會
議
事
錄
﹄
第
四
卷
︑
上
海

古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
五
八
九
～
一
五
九
〇
頁
︒

(81
)

先
に
の
べ
た
よ
う
に
︑
總
商
會
は
中
國
の
體
面
あ
る
商
人
は
そ
の
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信
用
に
よ
っ
て
上
海
經
濟
を
荏
え
て
い
る
と
い
う
點
を
強
�
し
︑
イ

ギ
リ
ス
領
事
は
租
界
の
�
大
の
目
�
と
し
て
華
洋
貿
易
を
揭
げ
て
い

る
︒
“O
ur
sole
interests
in
C
hina
are,and
alw
ays
have
been,

com
m
ercialand
not
im
perialistic.”
“F
or
foreign
com
m
erce

w
ith
C
hina
to
survive,
certain
conditions
of
security
and

confidence
are
absolutely
essential.
T
o
sacrifice
these
can

neither
benefit
C
hina
nor
help
us
to
escape
the
dangers
or

solve
the
com
plex
problem
s
w
hich
so
seriously
threaten

and
encom
pass
the
future
of
Sino-B
ritish
political
and

com
m
ercial
relations.”
C
A
B
24/203,
M
em
orandum

on

C
hina
by
M
r.R
.H
untley
D
avidson,A
.C
.A
.F
eb.1929.

(82
)

ブ
ラ
イ
ナ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
﹁
革
命
が
も
た
ら
し
た
差
衣

︱
︱
民

國
初
�
の
上
海
に
お
け
る
﹁
經
濟
學
﹂
︑
個
人
の
自
由
と
國
家
�
權
﹂

日
本
孫
�
硏
究
會
P
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
中
の
辛
亥
革

命
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
八
六
～
一
八
七
頁
︒
本
野
英
一

﹃
傳
瓜
中
國
商
業
秩
序
の
:
壞

︱
︱
不
�
等
條
}
と
﹁
英
語
を
話

す
中
國
人
﹂﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
四
年
︑
三
一
一
頁
︒
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PROCEDURE AND PRACTICE AT THE MIXED COURT

IN SHANGHAI DURING THE REPUBLICAN ERA :

THE EXAMPLE OF CIVIL CASES

KAKU Maika

The Mixed Court 會審公廨 was a court established in the Shanghai Interna-

tional Settlement in the middle of the nineteenth century to deal with litigation

between Chinese and foreigners, and both a Chinese magistrate and a foreign

assessor heard the cases together. Previous studies of the Mixed Court in Shanghai

have not escaped a binary framework that sees the settlement as an arena of

confrontation between China and the West, besides, we need to reconsider the view

that sees modern western law as gradually penetrating traditional China. There-

fore, I have concentrated on the Republican period, when the Consular Body 領事團

in Shanghai supervised the Mixed Court, and by analyzing the courtʼs personnel

organization, the Rules of Procedure, and its relationship with the Shanghai Cham-

ber of Commerce 總商會, which was a group of influential Chinese merchants in

Shanghai, I have tried to draw attention to another aspect of the settlement, i. e. its

role as a sphere of coexistence, and to clarify characteristics of the Mixed Court and

the International Settlement.

First, P. Grant Jones, a British “Consular Bodyʼs Assessor”, who was a regular

member of the staff of the Mixed Court, led the enactment of the Rules of Procedure

in 1915. The regular assessors including Jones, however, did not observe the ruling

of the Consular Body, and instituted judicial procedure on their own accord. As

these became practice, this led to a confrontation between the Consular Body and

the Mixed Court Registrar 檢察處.

The reasons these practice were sustained are as follows. First, the Consular

Body made much of the internationality of the settlement, and their decisions on the

Mixed Court allowed non-regular assessors of various nationalities whose knowl-

edge and experience varied to hear cases. However, when assessors unfamiliar

with the practice of the court directed the procedures, they invariably caused

troubles because of their inconsistency, so Jones tried to limit their appearances.

Second, as to the civil procedures, the Shanghai Chamber of Commerce argued that

the merchants of good reputation should be protected from the severe procedure,

but, on the other hand, they wanted the Mixed Court to exercise strict control over

ordinary merchants. As they later made the membership regulations stricter,
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tightened the discipline of the organization, and decided to bear responsibility if a

member fled and to compensate loses that might be incurred, they finally acquired

the “privilege of reputable merchants,” which could protect them from sudden

arrest. Third, even though Jones came into conflict with the Consular Body and the

Registrar, he was highly evaluated by the Chamber of Commerce for making rul-

ings in accordance with their views.

As a consequence, the Mixed Court did not conflict with Chinese tradition, and

rather their interdependency was one of the biggest factors in sustaining the sys-

tem.

THE NIGHT MARKET DURING THE TANG AND SONG ERAS

SHIO Takugo

While Changʼan during the Tang era was strictly controlled by the state under

the Fangshi 坊市 system, at Kaifeng and Linʼan, the capitals of the Song dynasty,

commerce and economy developed significantly, with the living standard of the

common people being greatly improved. In addition, an active urban culture, in

particular, the night market flourished, symbolized by the food culture that devel-

oped during the Song era. Previous studies have explained that the night market

arose in the late Tang era, evolved gradually along with the relaxation of the

Fangshi system, and then night businesses operated from the middle Song era with

the absence of restrictions on the time and place, leading to the flourishing of the

night market. However, the presence of the night market in the Han era has also

been confirmed. In the first section of this paper, the author makes clear that the

night market in China originated during the Han era, and points out the differing

characters of “Han-era type” and the “Tang-era type” night markets. In the sec-

ond section, he considers, on the basis of clues provided by the Lantern Festival

(元��), the date of the inception of the night market at Changʼan in the Tang era,

which was controlled by the prohibition of night businesses (夜禁). There is a

possibility that saloons (酒肆) were open late at night during the reign of Yangdi

of the Sui dynasty, and that the night market had gradually been established by the

time of the reign of Gaozong (or the later portion of the reign of Taizong). In

addition, at Kaifeng during the Northern Song dynasty, the prohibition of night

businesses from the third to the fifth watch was strictly enforced until the reign of
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