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義
和
団
事
件
さ
な
か
の
１
９
０
０
年

11
月
12
日
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る

最
初
の
鉄
道
と
し
て
京
仁
鉄
道
が
開
通
し

た
。
続
く
１
９
０
５
年
５
月
26
日
、
日
露

戦
争
で
日
本
の
勝
利
を
決
定
づ
け
た
日
本

海
海
戦
を
翌
日
に
控
え
た
こ
の
日
、
ソ
ウ

ル
（
京
城
）
―
釜
山
間
を
結
ぶ
京け

い

釜ふ

鉄
道

が
開
通
す
る
。
東
ア
ジ
ア
で
ロ
シ
ア
の
存

在
が
強
大
化
す
る
中
で
、
朝
鮮
半
島
を
東

西
・
南
北
に
走
る
両
鉄
道
が
、
日
本
の
手

に
よ
り
開
通
し
た
こ
と
を
知
る
人
は
少
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
鉄
道

の
敷
設
権
獲
得
の
た
め
に
全
力
を
尽
く
し

た
の
が
、
韓
国
宮
廷
の
信
任
厚
か
っ
た
加

藤
増
雄
駐
韓
国
公
使
で
あ
っ
た
。

鉄
道
敷
設
交
渉
の
さ
な
か
、

外
交
官
と
し
て
韓
国
へ
赴
任

　

も
う
40
年
あ
ま
り
前
の
こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
、
１
９
６
７
年
の
春
ま
だ
浅
い
３

京
仁・京
釜
鉄
道
の
敷
設
権
獲
得
に
成
功

加
藤 
増
雄  

駐
韓
国
公
使
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月
下
旬
に
韓
国
へ
初
め
て
旅
行
し
た
。
ま

ず
、
ソ
ウ
ル
に
飛
ん
で
数
日
滞
在
し
た
後
、

釜
山
へ
向
か
お
う
と
し
た
が
、
悪
天
候
の

た
め
飛
行
機
が
飛
ば
な
い
と
い
う
。
そ
う

な
ら
、
あ
る
い
は
得
が
た
い
体
験
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
と
思
い
直
し
、
急
き
ょ
飛

行
機
を
鉄
道
に
切
り
換
え
て
、
午
後
２
時

ご
ろ
釜
山
行
き
の
特
別
急
行
列
車
に
乗
り

込
ん
だ
。
い
わ
ゆ
る
“
京
釜
鉄
道
”
で
あ

る
。
南
端
の
釜
山
ま
で
４
５
０
キ
ロ
、
約

６
時
間
か
け
て
走
り
続
け
、
終
着
駅
に
到

着
し
た
の
が
午
後
８
時
を
過
ぎ
て
い
た
。

現
在
で
は
、
ソ
ウ
ル
か
ら
西
の
仁
川
港
ま

で
の
約
30
キ
ロ
を
走
る
“
京
仁
鉄
道
”
に

並
行
し
て
新
し
く
地
下
鉄
が
通
じ
、
ま
た

釜
山
へ
は
韓
国
高
速
鉄
道
（
Ｋ
Ｔ
Ｘ
）
が

２
時
間
半
足
ら
ず
で
走
り
抜
け
て
い
る
。

　

こ
の
ソ
ウ
ル
と
仁
川
港
と
の
間
を
結
ぶ

京
仁
鉄
道
は
、
首
都
ソ
ウ
ル
の
外
港
と
い

う
重
要
さ
と
そ
の
距
離
的
な
利
便
性
も

あ
っ
て
、日
清
戦
争
終
結
か
ら
５
年
目
、つ

ま
り
日
露
戦
争
が
勃
発
す
る
４
年
前
の
１

９
０
０
年
に
日
本
の
手
で
朝
鮮
半
島
に
お

け
る
最
初
の
鉄
道
（
標
準
軌
）
と
し
て
開

通
し
た
。
ま
た
京
釜
鉄
道
（
こ
れ
も
標
準

軌
）
に
つ
い
て
は
、
同
鉄
道
を
建
設
す
る

た
め
の
調
査
が
日
清
戦
争
の
２
年
前
の
１

８
９
２
年
に
初
め
て
行
わ
れ
、日
本
は
、こ

の
戦
争
中
に
韓
国
と
の
間
で
暫
定
合
同
借

款
を
結
び
、
軍
用
鉄
道
と
し
て
の
敷
設
権

を
獲
得
し
た
。
つ
い
で
、
１
９
０
１
年
に

渋
沢
栄
一
を
社
長
と
す
る
京
釜
鉄
道
株
式

会
社
が
発
足
し
、
同
鉄
道
の
建
設
請
願
を

行
っ
た
が
、
１
８
９
５
年
10
月
に
起
き
た

閔ビ
ン

妃ビ

（
殺
害
）
事
件
に
よ
っ
て
、
韓
国
政

府
内
に
親
露
派
の
勢
力
が
強
ま
っ
た
こ
と

か
ら
正
式
許
可
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

韓
国
政
府
内
が
ロ
シ
ア
寄
り
の
情
勢
に

あ
る
中
で
、
１
８
９
６
年
４
月
に
釜
山
総

領
事
館
か
ら
京
城
（
ソ
ウ
ル
）
の
公
使
館

に
二
等
書
記
官
と
し
て
転
勤
し
て
き
た
の

が
加
藤
増
雄
で
あ
っ
た
。

原
敬
の
後
任
と
し
て
駐
韓
国
公
使
に

　

加
藤
増
雄
は
、
１
８
５
３
年
２
月
27
日
、

三
重
県
朝
明
郡
伊
坂
村
（
現
・
四
日
市
市
）

に
生
ま
れ
る
。
１
８
７
７
年
に
外
務
省
に

入
り
、
オ
ラ
ン
ダ
を
は
じ
め
イ
タ
リ
ア
お

よ
び
ロ
シ
ア
の
各
日
本
公
使
館
に
勤
務
し

た
後
、
本
省
の
記
録
課
長
を
経
て
、
日
清

戦
争
勃
発
後
ま
も
な
い
１
８
９
４
年
10
月

に
釜
山
総
領
事
館
の
一
等
領
事
と
な
っ
た
。

そ
し
て
２
年
後
の
１
８
９
６
年
４
月
に
在

韓
国
公
使
館
へ
転
勤
す
る
や
、
７
月
に
は

一
等
書
記
官
と
な
り
、
翌
年
２
月
に
は
原

敬
の
後
任
と
し
て
弁
理
公
使
に
任
ぜ
ら
れ
、

つ
い
で
１
８
９
７
年
11
月
に
は
特
命
全
権

公
使
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
目
覚
ま
し
い

昇
進
ぶ
り
で
あ
っ
た
。そ
の
背
景
に
は
、猟
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官
運
動
を
嫌
っ
た
小
村
寿
太
郎
外
務
次
官

（
当
時
）の
強
い
推
薦
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ

る
。

韓
帝
を
説
き
、

韓
露
密
約
の
内
容
を
入
手

　

実
際
、
そ
の
昇
進
の
間
の
加
藤
公
使
に

は
、
注
目
す
べ
き
活
躍
ぶ
り
が
あ
っ
た
。

　

一
つ
は
、
日
清
戦
争
の
翌
１
８
９
６
年

に
モ
ス
ク
ワ
で
催
さ
れ
た
ロ
シ
ア
皇
帝
の

戴
冠
式
後
ま
も
な
く
、韓
国
の
駐
露
公
使
・

閔
泳
穆
と
ロ
シ
ア
外
相
ア
レ
ク
セ
イ
・
ロ

バ
ノ
フ
と
の
間
で
一
つ
の
防
守
同
盟
と
も

い
う
べ
き
韓
露
密
約
が
結
ば
れ
た
が
、
加

藤
が
そ
の
詳
し
い
内
容
を
苦
心
の
末
に
入

手
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。と
い
っ
て
も
、賄

賂
を
贈
っ
た
り
、
ス
パ
イ
を
使
っ
た
り
し

た
わ
け
で
は
な
い
。

　

当
初
は
加
藤
も
、
韓
国
政
府
の
大
臣
を

騙
し
た
り
す
か
し
た
り
し
て
手
に
入
れ
よ

う
と
試
み
た
よ
う
で
あ
る
が
、
何
し
ろ
そ

の
密
約
の
本
文
は
、
高
宗
皇
帝
が
自
身
の

巾
着
の
奥
深
く
蔵
し
込
み
、
国
政
を
補
佐

す
る
大
臣
に
も
見
せ
な
い
ほ
ど
極
秘
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。そ
こ
で
加
藤
は
、苦

心
惨
憺
の
末
、
あ
る
日
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
と

韓
帝
を
説
き
、
誓
っ
て
こ
れ
を
他
に
漏
洩

し
な
い
と
の
証
文
を
差
し
出
し
た
結
果
、

よ
う
や
く
韓
帝
の
巾
着
の
紐
を
解
か
し
め
、

そ
の
密
約
の
全
文
を
一
閲
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
快
挙
の
報
に

接
し
た
当
時
の
西
徳
二
郎
外
相
は
、
加
藤

に
対
し
て
、「
わ
が
政
府
の
深
く
満
足
す
る

所
で
あ
る
」
と
の
手
厚
い
賞
辞
を
送
っ
て

い
る
。

つ
い
に
京
仁
・
京
釜
両
鉄
道
の

敷
設
権
獲
得
に
成
功

　

加
藤
の
目
立
っ
た
功
績
の
二
つ
目
は
、

日
清
戦
争
直
後
の
露
独
仏
に
よ
る
三
国
干

渉
を
経
て
、
臥が

薪し
ん

嘗し
ょ
う

胆た
ん

の
雰
囲
気
の
も
と

急
速
に
迫
り
来
つ
つ
あ
っ
た
日
露
戦
争
に

備
え
て
、
重
要
な
懸
案
と
な
っ
て
い
た
京

釜
鉄
道
の
敷
設
権
獲
得
に
そ
の
手
腕
を
発

揮
し
、
成
功
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
何
し
ろ
朝
鮮
半
島
を
南
北
に
貫
通

す
る
輸
送
の
大
動
脈
の
確
保
に
は
、
ま
ず

は
京
釜
鉄
道
の
敷
設
権
を
韓
国
か
ら
獲
得

日本は、1896 年に米国人モールスが獲得した京仁鉄道の敷設権
を翌年 10月頃に譲渡され、建設を開始することになる。それ以後、
京釜鉄道敷設権も獲得することになるが、加藤はその交渉役として
表に裏に立つことになる。本史料では、モールスから譲渡を受けた
後、これに関連するロシア政府の動向を西徳二郎外相に報告した
もの。（史料：外務省外交史料館）
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す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

は
か
な
り
の
苦
労
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

当
初
、
京
仁
・
京
釜
両
鉄
道
の
敷
設
権

に
つ
い
て
は
、
日
清
戦
争
の
開
戦
直
後
に

約
さ
れ
た
日
韓
暫
定
合
同
条
款
で
、
日
本

は
韓
国
か
ら
約
束
を
取
り
付
け
て
い
た
が
、

戦
争
後
の
百
事
多
端
な
こ
と
か
ら
12
年
が

過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
韓
国
で
は
、

そ
の
約
束
は
す
で
に
失
効
し
た
と
し
て
、

京
仁
鉄
道
の
敷
設
権
を
米
国
人
の
モ
ー
ル

ス
（Jam

es R. M
orse

）
に
特
許
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
当
時
の
小

村
外
務
次
官
は
、
朝
鮮
半
島
の
鉄
道
幹
線

に
つ
い
て
は
１
日
も
早
く
わ
が
国
が
掌
握

し
て
そ
の
敷
設
に
着
手
す
べ
き
で
あ
る
と

主
張
し
て
、
モ
ー
ル
ス
が
得
た
特
許
権
を

買
収
し
よ
う
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
結

局
紆
余
曲
折
の
末
、
京
仁
鉄
道
の
敷
設
権

は
、
１
８
９
８
年
10
月
に
渋
沢
栄
一
を
代

表
と
す
る
日
本
の
京
仁
鉄
道
引
受
組
合

（
ま
も
な
く
京
仁
鉄
道
合
資
会
社
と
な
る
）

に
移
り
、
京
釜
鉄
道
の
敷
設
権
も
そ
れ
と

前
後
し
て
韓
国
か
ら
日
本
へ
特
許
さ
れ
た
。

そ
の
敷
設
権
の
特
許
を
得
る
ま
で
、
専
ら

そ
の
折
衝
の
任
に
当
た
っ
た
加
藤
公
使
が

韓
国
の
諸
大
臣
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
尽

く
し
た
努
力
は
、
並
大
抵
の
も
の
で
な

か
っ
た
と
い
う
。

晩
年
は
韓
国
宮
廷
の
顧
問
に

　

加
藤
は
、
１
８
９
９
年
６
月
に
駐
韓
国

公
使
の
任
を
林
権
助
に
譲
っ
て
帰
国
し
た

が
、
３
年
後
の
１
９
０
２
年
８
月
、
再
び

京
城
に
戻
り
、
韓
廷
の
要
請
で
韓
国
政
府

の
顧
問
と
な
っ
た
。そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、加

藤
に
対
す
る
当
時
の
韓
国
宮
廷
の
信
頼
が

厚
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
そ
の
加
藤
も
、
１
９
０
９
年
に

は
職
を
辞
し
て
東
京
に
帰
り
、
一
時
は
あ

る
民
間
会
社
の
社
長
に
推
さ
れ
て
就
任
す

る
も
の
の
、
思
い
が
け
な
い
災
難
に
遭
い
、

そ
の
後
は
病
に
臥
し
て
１
９
２
２
年
１
月

22
日
、
永
眠
し
た
。
享
年
70
歳
。
け
だ
し
、

鉄
道
敷
設
権
獲
得
と
い
う
業
蹟
を
通
じ
て
、

日
韓
関
係
に
尽
く
し
た
人
生
で
あ
っ
た
。
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