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は

じ
め

に

一

九

世

紀

後

半

の

日
本

に

お

け

る
、

国

際
法

学

導

入

の

経

緯

に

つ

　

　

　

い

て

は
、

こ

れ

ま

で

に
も

数

々

の

研

究

が

公

に
さ

れ

て

き

た
。

し

か

　
　
　

し
、

す

で

に

指

摘

さ
れ

て
い

る

よ

う

に
、

こ

の

日
本

の

国

際

法

学
の

草

創

期

の

歴

史

を
、

そ

の

ま

ま

「
日

本

の

国

際
法

受

容

の

歴

史
」

と

同

一

視

す

る

わ

け

に
は

い

か

な

い
。

な

ぜ

な

ら
、

前

者

が

あ

く
ま

で

も

「
日

本

国

際

法

学
史
」

の

一

勧

で

あ

る

の

に

対
し
、

後

者

は
前

者

よ

り

も
、

は

る

か

に
広

汎

な

問

題

を

包

含

す

る
か

ら

で

あ

る
。

あ

る

国

が

国

際

法
を

受

容

す

る

と

い

う

こ
と

は
、

単

に

研

究
者

の

レ
ベ

ル

で
、

外

国

の
教

科

書

を

翻

訳

し

た
り
、

大

学

に

講

座
を

設

け

た

り

す

る

こ

と

だ

け
を

意

味

す

る

の

で

は
な

い
。

現

実

の

国

家
政

策

に

国

際

法

の

原

則

や
ル

ー

ル

が

取

り
入

れ

ら

れ
、

外

交

問

題

の
処

理

に

も

そ

れ

ら

が

反

映
さ

れ

る

よ

う

に
な

っ

て
は

じ

め

て
、

そ

の
国

は

　
ヨ

　

国

際

法

を

受

容
し

た

と

言

い

得

る
の

で

あ

る
。

し

た
が

っ

て
、

一

国
９

の

国

際

法

の

受

容
過

程

を

知

る
た

め

に

は
、

そ

の

国
の

政

府

が

個

別

の

外

交

事

件

に

対

し

て
、

国

際

法

を

ど

の

よ

う

に

適

用

し

た

の

か

（
あ

る

い

は

し
な

か

っ

た

の

か
）

を
、

詳
し

く

検

討
す

る

必

要

が

あ

　
る
　

る

。本

稿

は

こ

の
よ

う

な

認

識

に
基

き
、

一

八

七

三

（
明

治

六
）

年

に

発

生

し

た

「
神

戸

税

関

事

件
」
、

一

八

九

五

（
明

治

二

八
）

年

の

「
ス

エ

レ

ス

号
事

件
」

と

い
う

二

つ

の
外

交

事

件

に
対

し

て
、

日

本

政

府

が

国

際
法

を

ど

の

よ

う

に
適

用
し

た

か

を

検
討

す

る
。

そ
し

て

そ

の

作

業
を

通

じ

て
、

日

本
に

お

け

る
国

際

法
の

受

容

過

程

の
一

端

を

明

か

に
す

る

こ

と

に
し

た

い
。

国

家

責

任

の
成

立
と

解

除

事

件
の

詳

細

に

立
入

る
前

に
、

関

係

す
る

国

際

法
上

の

諸

原

則

に



６８

　
ら

　

つ
い

て
、

ご

く

簡

単

に

見

て
お

く

こ

と

に
す

る
。

神

戸

税

関

事

件

と

ス

エ
レ

ス
号

事

件
は
、

と

も

に

日

本

政

府
が
、

国

際

法

に
定

め

ら
れ

た

義

務

に

反

す

る
行

為

（
国

際

違

法

行

為
）

に

よ

っ

て
、

他

国

の
法

益

を

侵

害

し

た

事
件

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に
、

あ

る

国

家
が

国

際
違

法

行

為

を

働

い
た

場

合
、

そ

の

国

に

は

国
際

法

上

の

「
国
家

責

任
」

が

課

せ

ら

れ

る
。

国
家
責
任
を
課
せ
ら
れ
た
国
家
は

「
事
後
救
済
の
義
務
」

を
果
す

こ

と

で
、

そ

の

解

除

を

図

ら

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

の

手

段
と

し

て

は
、

違

法

行

為

そ

の

も

の

を

取

消

し

て

以

前

の

状

態

に

復

す

る

「
原

状

回

復
」
、

違

法

行

為

に

よ

り

生

じ

た

損

害

を

金

銭

に

よ

っ

て

補

墳

す

る

「
金

銭

賠

償
」
、

主

に
、

相

手

国

の

名

誉

の

殿

損

な

ど
、

非

有

形

的

損

害

を

償

う

た
め

に
実

施

さ

れ

る

「
外

形

的

行

為

に
よ

る

救

済

（
陳

謝

・

犯

人

の

処

罰

・

国

旗

へ

の

敬

礼

な

ど
）
」

の

三

種

が

あ

り
、

こ

れ

ら

が

十

分

に
実

行

さ

れ

れ

ば
、

国

家

責

任
は

解

除

さ

れ

る
。

な

お
、

実

際

の

国

際
法

違

反

事

件

に

対
し

て
、

ど

の
よ

う

な

事

後

救

済

措

置
を

講

じ

る
か

は
、

原

則

と

し

て

当

事

国

間
の

直

接

交

渉

に

委

ね

ら
れ

る
。

二

神
戸
税
関
事
件

（
一
）

事
件
の
発
生

　

　
　

一

八

七

三

（
明

治

六
）

年

九

月

一

日
、

ド

イ

ツ

商

船

の

カ

ッ
サ

ン

ド

ラ

（
Ｏ
㊤
ω
ｏゆ
角
口
山
『
Ｐ
）

号

が

神

戸

に

入

港

し
、

積

荷

陸

揚

げ

の

た

め

に

在

留
ド

イ

ツ
商

人

が

所

有
す

る

艀

船
を

傭

い

入
れ

よ

う

と
し

た

　
ア

　

と

こ

ろ
、

同
港

の

税

関

が

こ
れ

を

差

止
め

る
措

置

を
と

っ

た
。

ド

イ

ツ

領

事

の

問

合
せ

に
対

し

て

税
関

側

は
、

今
回

の

措

置
が

「
大

坂

ト

兵

庫

ノ

間

引
船

等

ノ

規

則
」

第
七

条
、

す
な

わ

ち
、

大

坂

或

ハ
兵

庫

二
於

テ

免

許
有

之

候

舩

へ
荷

物

積

込
陸

揚

ノ

儀

ハ

日

本

政
府

ヨ
リ

差

図

セ

シ

波
戸

場

或

ハ
其

為

二

日

本
政

府

二

於

テ

　
　
　

免
許
有
之
候
伝
馬
舩
二
限
ル
ヘ
キ
事

　
　

　

に

基

く

も

の

で

あ

る
、
・
と

回

答

す

る
。

税

関

に
よ

れ

ば
、

右

の

規

則
は

大

阪

兵
庫

間

を

往

復
す

る

運
送

船

ば

か

り

で
な

く
、

神

戸

港

に
碇

泊

す

る

船
舶

に

も

適

用
さ

れ

る
。

し

た

が

っ

て
、

こ

れ

ら

の

船

が

荷
物

を

陸

揚
げ

す

る

場

合
も
、

政

府
の

許

可

を

受

け

た

艀

船

を

使

用
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

と

こ

ろ

が

カ

ッ
サ

ン
ド

ラ

号

は

無

許

可
の

艀

船

を

傭
い

入

れ

よ
う

と

し

た

の

で
、

税

関

は

こ
れ

を

差

止
め

た

も

の

で

あ

る
。

（
二
）

本
格
的
交
渉
の
開
始

し

か

し
、

ド

イ

ツ

側

は

こ
の

説

明

に

納

得
し

な

か
っ

た
。

九

月
一

〇

日
、

駐

日

ド

イ

ツ

弁
理

公

使

（
以

下
ド

イ

ツ
公

使

と
略

記
）

は

副

　

り

　

島

種

臣

外

務

卿

に

書

翰
を

送

り
、

税

関

の
措

置

に

正

式

に
抗

議

す

る
。

こ

の

と

き

の

ド

イ

ツ

側
の

主

張

を

要

約
す

る

と
、

以

下
の

四

点

に
ま

と

め

ら

れ

る
。

①

「
大

坂

ト

兵

庫

ノ

間
引

船

等

ノ

規
則
」

が
、

港

内
の

船

舶

に

も
適
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用
さ

れ

る

と

す

る

税

関

の
主

張
は

妥
当

で

な

い
。

②

今

回

の
税

関

の

措

置

は
、

日
独

間
の

条
約

「
日

本

国

に

於

て

独

逸

　
け

　

国
人

交
易

を

為

す

定

則
」

の

第
九

則

第
一

項

に

違

反

す

る
。

こ

の

条

項

は
、

船

貨

陸

揚

の

規

則
を

定
め

る
場

合
、

税

関

の

長

が

現
地

の
ド

イ

ツ
領

事

と

事

前

に

協

議

す

る

こ
と

を

義

務
づ

け

る

も

の

で

あ

る
。

と

こ
ろ

が

今

回

の

措

置

は
、

事
前

協

議

な

し

に

突

如

実

施

さ

れ

て
お

り
、

明

か

に

本

条

項

に

違

反
し

て
い

る
。

③

右

の

点
を

踏

ま

え

て

日

本

政

府

は
、

神
戸

税

関

に

対

し

て
、

早

急

に

差

止

措

置
の

取

消

を

命

じ

る

べ

き

で
あ

る
。

④

ま

た
、

今

回
の

措

置

に

よ

り

生

じ

た

損

害

に

つ
い

て

賠

償

を

要

求

す

る

の

で
、

管

轄

の

裁

判

所

名

を

通

知
さ

れ

た

い
。

外

務

省

で

こ
の

事

件

を

担

当

し

た

の

は
、

上

野

景

範

外

務

少

輔

で

あ

っ

た
。

上

野
は

ま

ず
、

九

月

一

四

日

に

行
わ

れ

た

ド

イ

ツ

公

使

と

の

会

見

で

「
詳

細
を

調

査

し

た

う

え

で
、

あ

ら

た

め

て

返

答

す

る
」

　
ほ
　

と

回

答
。

ま

た

同

日
付

の

書

翰

で
、

税

関
を

管

理

す

る

大

蔵

省

に

事

　
け

　

情

の

調

査

を

求
め

た
。

さ

ら

に

外

務

省

内

で
法

律

問

題

の

考

査

を

担

　
は

　

当

す

る

考

法

局

に

も
、

意

見

書

の

提

出

を

命
じ

た
。

大

蔵

省

は
、

照

会
か

ら

一

か

月

後

の

一

〇

月
一

三

日
、

外

務

省

に

関

係

書

類

を

回

付

す
る
。

そ

し

て
、

今

回

の

税
関

の

措

置

は

妥

当
な

　
お

　

も

の

で
、

条

約

に

も
違

反

し

て

い

な

い

と
主

張
し

た
。

こ

の

と

き

の

大

蔵

省

の

意

見

を

要
約

す

る

と
、

次

の

四

点

に
ま

と

め

ら

れ

る
。

①

同
港

で
は

か

ね

て
よ

り

密

輸

が

横

行

し

て
お

り
、

税

関

で

は

そ

の

取

締

り

の

た

め

昨

年

か
ら

追

々

規

則
を

整

備

し
、

港
内

の

艀

船

業

に

も

免

許

制

を

導

入
し

て
き

た
。

②

こ

の

処

置

は
、
「
日

本

の
官

憲

は

密

輸
防

止

の

た
め
、

適

当

な

規

則

を

定

め

る

こ

と

が

で

き
る
」

と

す

る

日
独

修

好

通

商
航

海

条

約

第

　
お

　

一

一

条

第

二

項

の

規

定

に
基

く

も

の

で
あ

り
、

条

約
上

の

義

務

に

違

反

す

る

も

の

で

は
な

い
。

③

ま

た

「
大

坂

ト

兵

庫

ノ
間

引

船

等

ノ
規

則
」

が

港

内
の

船

舶

に

も

適

用
さ

れ

る

こ

と

は

当
然

で
、

そ

の
点

か

ら

み

て

も
税

関

の

対
応

に

落

度

は

な

い
。

④

右

の

諸

点

を

踏

ま

え

て
外

務

省
は
、

ド

イ

ツ

公

使

に
対

し

て
、

同

国

人

が

今

後

無

免

許

の
艀

船

を
使

う

こ

と

の
な

い

よ

う
、

申
入

れ

る

べ

き

で

あ

る
。

一

方
、

外

務

省

考
法

局
は
、

こ
の

大

蔵

省
の

意

見

も

踏

ま

え
た

う

　
ほ
　

え

で
、

次

の

よ

う
な

意

見

書

を

提
出

し

た
。

①

今

回

の

税

関

の

措
置

の

根

拠
を

「
大

坂
ト

兵

庫

ノ

間

引

船
等

ノ

規

則
」

に

求
め

る

の
は

不
適

当

で
あ

り
、

ド

イ

ツ

側

の
主

張
を

正

当

と

認

め

る
べ

き

で
あ

る
。

②

し

か

し

な

が

ら
、

日
独

修

好
通

商

航

海
条

約

に

根

拠
を

求

め

る

大

蔵

省

の

議
論

に

も
、

一

理
が

あ

る

と

認
め

ら

れ

る
。

上

野

外

務

少
輔

は
、

こ

の
意

見

書

を

見
た

あ

と
、
「
た

し

か

に

大
蔵

省

の

議

論

に

も
、

そ

れ

な

り

の
理

が

あ

る
よ

う

に

見
え

る
。

し

か
し
、

税

関

は

港

内
の

艀

船

業

に

免
許

制

を

導
入

す

る

際
、

外

国

側

に

こ
れ



７０

を

通

知
し

て
い

な

い

の

で

は
な

か

ろ

う

か
。

そ

う

だ
と

す

る

と
、

こ

の

日

独

修

好
通

商

航

海

条

約
を

論

拠

と

す

る

議

論

は
成

り

立

ち

が

た

く
、

結

局
非

は

税

関

の

側

に
あ

る

と

考

え

ざ

る

を

得
な

い
」

と

判

断

　
　

　

し

た
。

そ

し

て
、

こ

の
上

野
の

意

見

が
、

最

終

的

に
外

務

省

の

見

解

と

し

て

採

用
さ

れ

る
。

一

二

月

二

日
、

外

務
省

は
、

今

回

の

税

関

の

措

置
が

条

約

違

反

に

バ
　

　

あ

た

る

と

判

断

し

た

こ
と

を
、

大

蔵

省

に

通

知

す

る
。

そ

の

要

点

は

以

下

の

通

り

で

あ

る
。

①

差

止

の

根

拠

を

「
大

坂

ト

兵

庫

ノ

間

引

船

等

ノ
規

則
」

に

求
め

る

の

は

不

適

当

で

あ
る
。

②
ま
た
日
独
修
好
通
商
航
海
条
約
第

＝

条
を
根
拠
と
す
る
議
論
に

つ

い

て

も
、

密

輸
の

防

止

と
、

港

内

の

艀

船
業

に

対

す

る

免
許

制

の

導

入

と

の

問

に
は
、

明

確
な

関

係

が

見
出

さ

れ

な

い
。

③

一

方
、

ド

イ

ツ
側

が

主

張

す

る
よ

う

に

「
日
本

国

に

於

て

独
逸

国

人

交

易
を

為
す

定

則
」

に

は
、

船

貨

陸

揚

や

艀

船

雇

傭

の
規

則

を

制

定

す

る
場

合

に
、

事

前

の
協

議

を

義

務

づ

け

る

明

文

の
規

定

が

あ

る
。

さ

ら

に
、

先

に

挙

げ
た

日
独

修

好

通

商

航

海

条

約
の

中

に

　
れ

　

も
、

同
種

の

規

定

が

存

在
す

る

（
第

一

〇

条

第

二

項
）
。

④

よ

っ

て
、

今

回

の

税

関

の
措

置

は

不

当

と

判

断

さ
れ

る
。

大

蔵

省

は
、

早

急

に

税

関

に

対
し

て
取

消

を

命

じ

ら

れ

た
い
。

（
三
）

国
際
違
法
行
為
の
確
認

外

務
省

は
、

こ

の
よ

う

に

大

蔵

省

に
対

し

て
措

置

の

取
消

を

求

め

る
一

方
、

一

二

月
二

九

日
付

で

ド

イ

ツ
公

使

に
書

翰
を

送

り
、

今

回

の

税

関
の

措

置

が

条
約

に

違

反

す

る
も

の

で
あ

っ

た

こ
と

を

承

認

し

た
。

ま

た
、

同

じ

書
翰

の

な

か

で
、

艀

船

の

使

用
に

つ

い

て
は

従

前

通

り

に
取

扱

う

よ

う

（
大

蔵

省

経

由

で
）

神

戸

税
関

に

指

示
し

た

こ

と

も

通
知

す

る
。

さ
ら

に
、

今

回

の

税
関

の

措

置
に

よ

っ

て
、

ド

イ

ツ
人

艀
船

業

者

が

蒙
っ

た

損

害

に

関
し

て

も
、

査

定

の

う
え

賠

償

す

　
れ

　

る

こ
と

を

約

束

し
た
。

し

か

し
、

外

務

省
か

ら

損

害

の

査
定

を

求
め

ら

れ

た

大
蔵

省

は
、

　
　

　

賠

償

金

の

支

払

そ

の

も

の

に

難

色

を

示

す
。

な

ぜ

な

ら

大

蔵

省

は

「
今

回

の

神

戸

税

関
の

措

置

は

条

約

に
違

反
し

な

い
」

と

す

る
立

場

を

崩

し

て

お

ら

ず
、

こ

の

件

で

ド

イ

ツ
側

に

賠

償
金

を

支

払
う

必

要

は

な

い
、

と

考
え

て
い

た

か

ら

で

あ

る
。

そ

の
た

め

「
税

関

の
措

置

を

め

ぐ

る

紛

議

で
、

こ

れ

ま

で

賠

償
金

を

支

払
っ

た

例

は
な

い
」
「
こ

の

よ

う

な

些

細
な

事

件

で

賠

償

金
を

支

払

っ

て
し

ま

う

と
、

今

後

諸

外

国

を

増

長

さ
せ

る
」

と

い

っ

た

理
由

を

挙

げ

て
、

支

払

に
反

対

し

た
。そ

こ

で

外

務
省

は
、

あ

ら

た
め

て
今

回

の

神
戸

税

関

の

措
置

が

条

約

違

反

で
あ

る

こ
と
、

ま

た

非

が

こ
ち

ら

側

に
あ

る

以
上
、

賠

償

の

支

払

も

や
む

を

得

な

い

こ

と

を

強

調
し
、

賠

償
金

の

支

出
を

要

請

す

　

ゆ

　

る
。

そ

の

後
、

ド

イ

ツ

公

使

か

ら

の
督

促

も
あ

り
、

外

務

省
が

さ

ら

に

要

請

し

た

結

果
、

一

八

七

四

（
明

治

七
）

年

三

月

四

日

に
な

っ
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て
、

ド

イ

ツ

側

の

請
求

通

り

二

五

五

ド

ル

が
、

神

戸

税

関

か

ら
ド

イ

　
ぬ

　

ツ

領

事

に

支

払

わ
れ

た
。

な

お
、

今

回

の

神
戸

税

関

の
差

止

措

置

に

関

し

て

は
、

イ

ギ

リ

ス

公

使

か

ら

も

同

様

の

抗

議
が

な

さ

れ

て

い

る
。

外

務

省

は
、

こ

の

イ

ギ

リ

ス
の

抗

議

に

対
し

て

も

同
じ

よ

う

に

責

任

を

認

め
、

賠

償
を

申

し

出
た

が
、

具

体

的
な

被

害

が

確
認

さ

れ

な

か

っ

た

た

め
、

実

際

の

　
　

　

支

払
は

な

さ

れ

な

か

っ

た
。

（
四
）

小
括

こ

の

事
件

は
、

日

本

の

税

関

が

条

約
上

の

手

続

を

踏

ま

ず

に
、

艀

船

の

使

用
に

関

す

る

規

則

を

定
め
、

そ

れ

に

よ

っ

て

在

留

ド

イ

ツ

商

人

の

経

済
活

動

を

妨

害

し

た

も

の

で
あ

る
。

の

ち

ほ

ど

詳

し

く

検

討

す

る

よ

う

に
、

こ

の

税

関

の

措

置

は
、

あ

き

ら

か

に

日

独

間

の

条

約

に

違

反

す

る
も

の

で

あ

っ

た
。

ま

た
、

税
関

の

行

為

の

責

任

が
、

日

本

国

そ

の

も
の

に

帰

属

す

る

こ

と

は

い

う
ま

で

も

な

い
。

よ

っ

て

今

回

の

事

件
は
、

明
か

に

日

本

国

に

対

し

て

「
国

際

違

法

行

為

に

伴

う

国

家

責

任
」

を

課
す

る

も

の

で

あ

っ

た
。

当

時

の

史

料
か

ら

み

て
、

外

務

省

は

こ
の

事

情

を

理

解

し

て

い

た

も

の

と

判

断
さ

れ

る
。

そ

の

た

め

同

省

は
、

国

際

違

法

行

為

の

存

在

を

承
認

す

る

と
と

も

に
、

国

家

責

任

を

解

除
す

る

た

め

の

事

後

救

済

措
置

と

し

て
、
「
原
状

回

復
」

と

「
金

銭

賠

償
」

の

二

つ
を

ド

イ

ツ

側

に

申
し

出

た
。

す
な

わ

ち
、

条

約

に

反

し

て
定

め

ら

れ

た

当

該

の

規

則

を

取

消

し
、

艀

船

の

使

用

は

従

来

の

通

り

と

し

た

（
原

状

回

復
）
。

ま

た
、

規

則

制

定

の
た

め

に

発
生

し

た

損

害

に

つ

い

て
は
、

そ

の
実

　
　
　

額

を

賠

償
し

た

（
金

銭

賠

償
）
。

こ

れ

ら

一

連

の

措

置

は
、

完

全

に

国

際

法

の

ル

ー

ル

に

則
っ

た

も

の

で
あ

る
。

ド

イ

ツ
側

も

こ

れ

ら
の

措

置

を

異

議

な

く

受

け
容

れ
、

そ

の

後

本

件

に

関

し

て
日

本

政

府
の

責

任

を

追

及

す

る

こ
と

は

な

か
っ

た
。

要

す

る

に
、●

日

本
政

府

は

今

回
の

事

件

を
、

国

際
法
め

諸

原

則
を

忠

実

に

適

用

す

る

か
た

ち

で

処
理

し

て

い

る
。

政

府
内

部

に

生
じ

た

齪

鯖

に

つ

い

て

は

後

で
改

め

て

分
析

す

る

が
、

全

体
と

し

て

判

断
す

る

な

ら

ば
、

一

八

七
三

年

の

時
点

で

日
本

政

府

は
、

国

際

法

の
運

用

手

法

を

あ

る

程

度

習

得
し

て

い
た

も

の

と

考

え

ら
れ

る
。

三

ス

エ

レ

ス

号
事

件

（
一
）

事
件
の
発
生

一

八

九

五

（
明

治
二

八
）

年
五

月

八

日
、

日
清

購

和

条

約
が

発

効

し
、

台

湾

の

日

本

へ
の

割

譲

が
確

定

し

た
。

し

か

し
、

台

湾

で
は

割

譲

に

反

対

し
、

共

和

国
と

し

て
独

立

す

る

動

き
が

起

る
。

こ
れ

を

み

た

日

本

政

府

は
、

樺
山

資

紀

台
湾

総

督

に

近

衛
師

団

と

常

備
艦

隊

を

与

え

て

現

地

に

向

わ
せ

た
。

樺
山

総

督

は
六

月

二

日
、

三
　

湾

沖

で

清

国

全

権

と

新

領
土

の

授

受

式
を

行

い
、

同
月

一

七

日

に
は

台

北

で

始

政

式

を

挙

行

す

る
。

そ

し

て
一

〇

月

下
旬

ま

で

に
、

独

立

勢

力

の

　
り
　

武

力

制

圧
を

ほ
ぼ

完
了

し

た
。

＼
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イ

ギ

リ

ス

汽

船

ス

エ

レ

ス
（
弓
げ
巴

＄
）

号

が
、

台

湾

南

部

の

安

平

か

ら

対

岸
の

福

建

省

慶
門

に

向

け

て

出

港

し
た

の
は
、

日

本

軍

に

よ

　

が

　

る

制

圧
が

最

終

局

面
を

迎

え

て

い

た

一

〇

月
二

〇

日
の

こ

と

で

あ

る
。

こ

の

時
期
、

同

港

に
は

清

国

本

土

に

脱

出

し
よ

う
と

す

る

独

立

勢

力

の

兵
士

た

ち

が

ひ

し
め

い

て

お

り
、

日

本

側

も
ま

た
、

独

立

運

動

の

首

謀
者

が

兵

士

と

と
も

に

本

土

に

渡

る

こ

と
を

警

戒

し

て

い

た
。

そ

の

た

め
、

ス

エ

レ

ス
号

も

出

港

に

際

し

て
、

常

備

艦

隊

に

所

属

す

る

　
が

　

通

報

艦

「
八

重

山
」

の

捜

索

を

受

け

る
。

し

か

し
、

こ

の

最

初

の
臨

検

は

何

事

も
な

く
終

了

し
、

同

号

は

そ

の
ま

ま

慶

門

に

向

け

て

出
発

し

た
。

あ
り
ち

し
な
の
じ
ょ
う

と

こ

ろ
が
、

報

告

を

受

け

た

常

備

艦

隊
司

令

長

官

の

有
地

品
之

允

中

将

は
、

こ
の

臨

検

を

不

十

分
と

判

断
、

艦

長

に

同

号

の

再

捜

索
を

命

じ

る
。

そ

の

た

め

八
重

山

は
、

た

だ

ち

に

ス

エ

レ

ス

号

の
追

跡

を

開

始

し
、

翌

二

一

日

の

明

け

方
、

慶

門

か

ら

一

五

海
里

（
約

二

八

キ

ロ

メ

ー

ト
ル
）

の

公

海
上

で
、

同

号

に

停

船

を

命

じ
た
。

そ

の
後
、

八

重

山

は
十

数

時

間

に

わ

た

っ

て

ス

エ
レ

ス
号

を

抑

留

す

る
。

艦

長

は

ま

ず
、

乗

組

員

を

ス

エ

レ

ス

号

に

派
遣

し

て

船

内

の

再

捜

索

を

お

こ

な

い
、

八

○

○

名

の

乗

客

の

う
ち
へ

七

名

を

勾

引

し

よ

う

と

し

た
。

と

こ
ろ

が

船

長

は
、

彼

ら

の

引
渡

し

を

拒

否

す

る
。

そ

こ

で

艦

長

は
、

日
本

の

士

官

二

名

を

船

に

同
乗

さ

せ

る

こ

と

を

要

求

し

た
。

船

長
が

こ
の

要

求

も

拒

ん

だ

た
め
、

艦

長

は

や

む

な

く

同

号

を

解

放

し
、

慶
門

へ

の

入

港

を

許

し

た
が
、

そ

の

条

件

と

し

て
、

こ
の

七

名
を

拘

束
し
、

入

港

後

に

日
本

領
事

の

指

示

に
し

た

が

わ
せ

る

こ

と

と
し

た
。

し

か

し
、

厘

門
入

港

後

に
船

長

か

ら

報
告

を

受

け

た

英

国

領

事

は
、

問
題

の

七

名
を

引

取

り
、

た

だ

ち

に

釈
放

し

た
。

（
二
）
ゐ
父
渉

の

開
始

こ

の

事

件

に
対

し

て

最

初

に

行
動

を

起
し

た

の

は
、

イ
ギ

リ

ス

支

那

艦

隊

で
あ

っ

た
。

慶

門

領

事

の
報

告

を
受

け

た

艦

隊

の

司
令

長

官

は
、

一

〇
月

二

二

日
、

日

本

の

有
地

司

令
長

官

に

た

い

し

て
、

八

重

山

の

行

動
は

国

際

法

に

違

反

す

る
も

の

で
あ

る

と

抗

議

す

る
。

そ

し

て
、

今

回
の

不
法

臨

検

が

有

地

の
命

令

も
し

く

は

承

認
を

う
け

て

行

　
　

　

わ

れ

た

も
の

か
、

と

問

合

せ

て
き

た
。

一

方
、

駐

日
イ

ギ

リ

ス

公

使

も
、

一

〇
月

二

四

日

に

外
務

省

を

訪

れ
、

西

園
寺

公

望

文

部

大

臣

兼

外
務

大

臣
臨

時

代

理

（
以

下
外

相

と

略

記
）

に
抗

議

の

口

上

書

を

手
交

し

て
、

日

本

政

府

の

弁

明
を

求
め

る
。

西

園

寺

外

相

は
、

事

件

に

つ
い

て
は

未

だ

何

の

報
告

も

受

け

て

お
ら

ず
、

驚

い

て

い

る

と

述
べ

る

と

と
も

に
、

た

だ
ち

に

詳

細

を

調

　
れ
　

査
し
、

必

要

な

処

置

を

と

る

こ
と

を

約
束

し

た
。

そ
し

て
翌

二

五

日
、

海

軍
省

に

対

し

て

事

実

関

係
を

至

急

調
査

し
、

そ

の
結

果

を

報

告
す

　
　
　

る
よ

う

要

請

し

た
。

こ

の

よ

う

に

イ

ギ

リ

ス

の

抗

議

は
、

海

軍

と

外

務

省

の

二

つ
の

ル

ー

ト

で

提

出

さ

れ
た
。

そ

こ
で

日

本
側

も
、

そ
れ

ぞ

れ

の

ル

ー
ト

を

通

じ

て

弁

明

を

行

う
。

ま

ず

海

軍

の
有

地

常

備

艦

隊
司

令

長

官
は
、
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一
〇
月
二
六
日
付
で
、

英
国
支
那
艦
隊
司
令
長
官
に
対
し
て
以
下
の

　
　

　

よ

う

な

返

翰

を

送

っ

た
。

①

台

湾

に

お

け

る

叛

乱

鎮

圧

作

戦
の

間
、

本

官

は

鷹

下

の

艦

隊
に

対

し

て
、

安

平

お

よ

び

そ

の

附
近

に
出

入

り

す

る

船

舶

を

臨

検
す

る

よ

う

指

令

し

た
。

②
し

か

し
、

公

海

上

の

外

国

船

舶

に
対

す

る

臨

検

や
、

そ

の

乗
客

の

勾

引

を

命

じ

た

こ

と

は

な

い
。

③
二

一

日
に

慶

門

沖

で

行

わ

れ

た

臨
検

は
、

八

重

山

艦

長

の

独

自
の

判
断

に
よ

り

行

わ

れ

た

も

の

で

あ

る
が
、

そ

の

判

断

は
、

本

官
が

発
し

た

「
再

捜

索

命

令
」

の

必

然
的

結
果

と

し

て
生

じ

た

も

の

で

あ

る
。

し

か
し

こ
の

回

答

で
は
、

八

重

山

の

行

動
お

よ

び

有
地

が

発

し
た

命

令

の
、

国

際

法

上

の

位

置

づ

け

に

つ
い

て

は

な

ん

ら

言

及

さ

れ

な

か

っ

た
。

一

方
、

外

務

省

で
は
、

今

回

の

八

重

山

の

措

置

は

国
際

法

に

反
す

る

行

為

で
あ

る
、

と

の

判

断

を

固

め

て

い
た
。

そ

の
決

め

手

と
な

っ

　
ム

　

た

の

は
、

同

省

の
法

律

顧

問

デ

ニ

ソ

ン

の
意

見

で

あ
る
。

そ

の

要
点

　
あ

　

は

左

の

通

り
。

①

正

当

防

衛
ま

た

は
自

衛

の

手

段

と

し

て
、

公

海
上

の

外

国

船

舶
を

臨

検

し

う

る

こ

と
は
、

万

国

公

法

上

の

原

則

で
あ

る
。

し

か
し

今

回

の

事

例

は
、

こ

れ

に

該

当

し

な

い
。

よ

っ

て
、

八

重

山

の

行

為

は

万

国

公

法

に

違

反
し
、

友

邦

の

国

旗

の

下

に
あ

る

船

舶

の

権
利

を

侵

害

す

る

も

の

で
あ

る
。

②

イ

ギ

リ

ス

側

に

は

「
陳

謝
」
「
損

害

賠

償
」
「
八

重

山

艦

長

の
処

罰
」

「
国

旗

に

対

す

る

礼

砲
」

の

四

点

を

求

め

る

権

利

が

あ

る
。

も

っ

と

も
、

こ

れ

ら
は

極

端

な

要
求

で

あ

っ

て
、

交

渉

が

紛

糾
す

る

な

ど

特

別

な

事

情

が
な

い

か

ぎ
り
、

イ

ギ

リ

ス

側
も

こ

れ

ら
を

持

ち

だ

す

こ

と

は
な

い

で
あ

ろ

う
。

③

日

本

と

し

て

は

右
の

四

点

の
う

ち
、

と

く

に

第
三

点

と

第

四
点

を

回

避

す

べ

き

で

あ
る
。

そ

の
た

め

に

は

早
急

に
、

過

失
を

認

め

た

う

え

で

遺

憾

の
意

を

述

べ
、

ま

た

損

害

の
賠

償
を

申

入
れ

た

方

が
●

よ

い
。

そ

う

す
れ

ば

イ

ギ

リ
ス

側

も

満

足

の
意

を

示
し
、

そ

れ

以

上

の

条

件

は

つ

け

て
こ

な

い
で

あ

ろ

う
。

こ

の

意

見

を

受

け

て
西

園

寺

外
相

は
、

伊

藤

博
文

首

相

と
も

協

議

の

　
が

　

う

え
、

た

だ

ち

に

イ
ギ

リ

ス

に
謝

罪

す

る

こ
と

を

決

定

す
る
。

（
三
）

国

際

違
法

行

為

の

確
認

事

件

発

生

か

ら
一

六

日

目

の
一

一

月

六

日
、

海

軍

省
か

ら

の

調
査

報

告

も

な

さ

れ
な

い
う

ち

に
、

西

園

寺

外
相

は

イ

ギ

リ

ス
公

使

を

外

務

省

に

招

き
、

今

回
の

措

置
が

国

際

法

に
違

反

す

る

も
の

で

あ

っ
た

　
　

　

こ

と

を

承

認
し

た
。

ま

た
、

か

か

る

事
態

が

生

じ

た

こ
と

を

深

く
遺

憾

と

し
、

ス

エ
レ

ス
号

が

被
っ

た

損

害
を

賠

償

す

る
と

述

べ

る
と

と

も

に
、

今

後

同

様
の

事

件
を

起

さ
な

い

こ

と

を

約

束
す

る
。

一

方
、

海

軍

は

一
一

月
一

〇

日

と
一

三

日

に
、

外

務

省

に

事
件

の

調
査

報

告



７４

　
が

　

と

関

係

書

類
を

送

付
。

一

六

日

に

は
、

事

件
の

責

任

者

で

あ

る

有
地

　
が

　

司

令

長

官
を

解

任
、

待

命

と

し

た
。

＝

月
一

九

日
、

イ

ギ

リ

ス

公

使

は

本

国
政

府

の

訓

令

に

基

き
、

再

び

口

上
書

を

外

務

省

に

提

出

す

る
。

そ
の

趣

旨

は

以

下

の

二

点

で

　
　

　

あ

る
。

①

日

本

側
が

提

示

し

た

遺

憾

の

意

の

表

明
、

ス
エ

レ

ス

号

所

有

者

に

対

す

る
賠

償

金

支

払

の

申

し

出

は

そ

の
ま

ま

受

け

容

れ

る
。

②

こ

れ
ら

に

加

え

て
、

イ

ギ

リ

ス

国

旗

に
対

す

る

礼

砲

式

の

実

施
を
、

解

決
条

件

と

し

て

要

求

す

る
。

す

で

に
述

べ

た

通

り
、

こ

の

国

旗

に

対
す

る

礼

砲

は
、

日

本
と

し

て

は

回
避

し

た

い

条

件

で

あ

っ

た
。

そ

こ
で

西

園

寺

外

相

は
、

＝

月
二

七

日
に

イ

ギ

リ

ス

公

使

と

協

議
し
、

①
遺

憾

の

意

の

表

明

②

日
英

双

方

の

口
上

書

の

公

表

③
関
係
将
校
の
処
罰

④
損
害
の
賠
償

の

四

条

件

で
、

事

件
を

解

決

し

た

い

と

主

張

す

る
。

そ

し

て

イ
ギ

リ

ス

公

使

に
、

こ
の

日
本

側

の

意

向

を

本

国

政

府

に

伝
え

る

よ

う

要

請

　
む
　

し

た
。

ま
た

西

園

寺

は
、

加

藤

高

明

駐

英

公

使

に

も
訓

令

を

発

し
、

　
れ

　

同

じ

条

件

で
英

国

政

府

と

協

議

す

る

よ

う

命

令
し

た
。

イ

ギ

リ

ス
側

は

こ

れ

ら

の

働

き

か

け

を

受

け
、

ま

た

先

例

を

調

査

　
わ

　

し

た

結

果
、

日

本

側

が

主

張

す

る

条

件

で

事

件
を

解

決

す

る

こ

と

に

同

意

す

る
。

こ
の

意

向

は

ま

ず
、

イ

ギ

リ

ス
の

外

務

次

官
が

加

藤

駐

英

公

使

に
送

っ

た

一

二

月

六

日

付
の

私

信
の

な

か

で

伝
え

ら

れ
、

正

式

に

は

翌
七

日
、

イ

ギ

リ

ス

公

使
が

西

園
寺

外

相

に

手

交
し

た

文

書

　
む

　

に

よ

っ

て

伝
達

さ
れ

た
。

な

お
、

こ
の

文
書

に

明

記

さ

れ
た

解

決

条

件

で

は
、

遺

憾

の
意

の

表

明

と

口
上

書

の
公

表

が

一

項

目

に
ま

と

め

ら

れ
、

結

局

「
口

上

書

の

公

表
」
「
関

係

将

校

の

処

罰
」
「
損

害

の

賠

償
」

が

実

施

さ

れ

る

こ
と

と

な

っ

た
。

そ

の

後
、

ま

ず

「
口

上

書

の

公

表
」

が
、

一

八

九

五

（
明

治

二

八
）

年
一

二

月
一

〇

日
付

の

『
官

報
』

で

実

行
さ

れ

た
。
「
関
係

将

校

の

処

罰
」

に

つ

い

て
は
、

八

重

山

艦
長

の

平

山
藤

次

郎

大

佐
を

一

二

月

一

四

日

付

で

解

任
、

待

命

と

し
、

一

九

日

付

で
予

備

役

に

編
入

す

る
。

ま

た
、

す

で

に
待

命

と

な

っ

て
い

た

有
地

品
之

允

中

将

も
、

同

　
ゆ

　

じ

く
一

九

日

付

で

予
備

役

に

編

入

し
た
。

一

方
、
「
損

害

の

賠

償
」

に

つ

い

て

は
、

ス

エ
レ

ス
号

を

所

有

す
る

イ
ギ

リ

ス
の

汽

船

会

社
が

請

　
ゆ
　

求

権

を

拠
棄

し

た

た

め
、

実

施

さ

れ
な

い

ま
ま

終
っ

て

い

る
。

（
四
）

小
括

本

件

は
、

日
本

海

軍

の

軍

艦

八
重

山

が
、

慶
門

沖

の

公

海
上

で

イ

ギ
リ
ス
船
籍
の
民
間
船
舶
を
臨
検
し
、

そ
の
乗
客
の
一
部
を
勾
引
し

よ

う

と

し

た

も

の

で

あ

る
。

し
か

し
、

慣

習
国

際

法

の

定
め

る
と

こ

ろ

に

よ

れ

ば
、

平

時

に

お

い

て
他

国

の

軍
艦

が
、

公

海

上

の

外
国

船

　
り

　

舶

に

対

し

て

臨

検

や

傘

捕

を

行
う

こ
と

は
、

原

則

と

し

て

で
き

な

い
。
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当
該
船
舶
に
海
賊
行
為
や
国
旗
濫
用
な
ど
の
疑
い
が
あ
る
場
合
は
例

　
ゆ

　

外

と

さ

れ

る

が
、

今

回
は

こ
の

例

外

に

も

あ

て

は

ま
ら

な

い
。

つ

ま

り

こ

の

臨

検

は
、

あ

き
ら

か

に
公

海

に

関

す

る

慣

習

国

際
法

に

違

反

す

る

も

の

で

あ

っ

た
。

ま

た
、

軍

艦

の

行

為

の

責

任
が

国
家

に

帰

属

す

る

の

は

も

ち

ろ

ん

で

あ

る
。

よ

っ

て

本

件

は
、

明

か

に

日
本

国

に

対

し

て

「
国

際

違

法

行

為

に

伴

う

国

家

責

任
」

を

課

す

る

も

の

で

あ

っ

た
。

イ

ギ

リ

ス

の

抗

議

に

対

し

て

日
本

政

府

は
、

八

重

山

の

措
置

が

国

際

違

法

行

為

で

あ

っ

た

こ

と
を

迅

速

に

承

認

し
、

事

後

救

済
措

置

と

し

て

「
金

銭

賠

償
」

と
、
「
外

形

的

行
為

に

よ

る

救

済
」

の
一

種

で

あ

る

「
陳

謝
」

を

申

し

出

た
。

と

こ

ろ
が

イ

ギ

リ

ス

側

は
、

こ
れ

ら

二

条

件

で
は

不
十

分

と

し
、

同

じ

く

「
外
形

的

行

為

に

よ

る

救
済
」

に

属

す

る

「
国
旗

へ

の

礼

砲
」

も

追

加
す

る
よ

う

要

求

す

る
。

そ

の

後
、

両

国

の

直
接

交

渉

に
よ

り
、

礼

砲

の

代
り

に
関

係

将

校

の

処

罰

（
こ

れ

も

外

形

的

行

為

に
よ

る

救

済

の
一

つ
）

を

加

え

る

こ

と
、

陳
謝

の

意

を

強
め

る
意

味

で
双

方

の

口

上

書

を

公
表

す

る

こ

と

が

合
意

さ

れ

た
。

そ

し

て
、

こ
れ

ら

の

措

置

が

実

行

さ
れ

る
こ

と

で
、

日
本

に

課

せ

ら

れ

た

国

家

責

任
も

解

除

さ

れ

た
。

本

件

に

関

す

る

日
本

政

府

の

対

応

は
、

神

戸

税

関

事

件

と

同
じ

く
、

国

際

法

上

の

諸

原

則
を

忠

実

に

適

用

し
た

も

の

で

あ

る
。

神
戸

の

場

合

と

は

異

り
、

事

後
救

済

の

手

段

に

関
し

て

日
英

間

で

若

干
の

交

渉

が

あ

っ

た

が
、

そ

れ

自
体

は

国

際

法

の
ル

ー
ル

か

ら

外

れ

る
も

の

で

は

な

い
。

ま

た

最

終

的

に

合
意

を

み

た

解
決

条

件

に

つ
い

て

も
、

そ

の

内

容

は
国

際

法

上

の

原

則
か

ら

逸

脱

す

る
も

の

で
は

な

か

っ

た
。

し

か

も

今

回
は
、

海

軍

側

が

外
務

省

の

対
応

に

異

議
を

唱

え

ず
、

事

件

の

速

か
な

解

決

に

全

面

的

に
協

力

し

て
い

る
。

台

湾
で

は
、

＝

　
ゆ

　

月

二

〇

日

に

「
全

島

平

定

祝

賀
会
」

が

開
か

れ

た

が
、

海

軍

は

こ

の

祝

賀

会

さ
え

待

た

ず
、

平

定

作
戦

の

責

任
者

の

一

人

で
あ

る

常

備

艦

隊

司

令

長

官
を

罷

免

し

た

の

で
あ

っ

た
。

四

比
較
と
考
察

冒

頭

に
も

書

い

た

通

り
、

現
実

の

政

策

に
国

際
法

の

原

則

や
ル

ー

ル

を

取

り
入

れ
、

外

交

問

題
の

処

理

に

も
そ

れ

ら
を

反

映

す

る
よ

う

に

な

っ

て
は

じ

め

て
、

そ

の
国

は

国

際

法
を

受

容
し

た

と

い

い
う

る
。

こ

の

視

点
か

ら
、

本

稿

で

取
上

げ

た

二

つ
の

事

件

に
対

す

る

日

本
政

府

の

反

応
を

見

て

み

る

と
、

神

戸

税

関

事
件

が

発
生

し

た

一

八
七

三

（
明

治

六
）

年

の

時

点

で
、

日

本

は

あ

る

程

度
、

国

際

法

を

「
受

容
」

し

て
い

た

と

い

え

る
。

既

述

の
よ

う

に
、

神

戸

税
関

の

措

置

に
関

し

て
ド

イ

ツ

公

使
か

ら

抗

議

を

受
け

た

日

本

政

府
は
、

税

関

の
措

置

が
、

ド

イ

ツ

側

の
主

張

す

る

よ

う
に

日

独

間

の

条
約

に

違

反
す

る

も

の

で
あ

る

か
を

慎

重

に

検

討
し

た
。

ま

た
、

条

約
違

反

を

認
め

た

あ
と
、

ド

イ

ツ
側

に

解

決

条

件
を

提
示

す

る

と

き

に
も
、

国

家
責

任

の
法

理

に

即
す

る

か

た

ち

で

こ

れ
を

行

っ

て

い

る
。

つ
ま

り

事
件

当

時
、

日

本

政

府
は

問

題

の



７６

処
理

に
あ

た

っ

て
、

国

際

法

の

原
則

や

ル

ー

ル
を

で
き

る

だ

け

反

映

さ
せ

よ

う

と

し

て

い

た

と

考

え
ら

れ

る
。

し

か

し

そ

の

一

方

で
、

事

件
当

時

の

日

本

の

国

際
法

の

「
受

容
」

の

程

度

を
、

そ

れ

ほ

ど

高

く

評
価

す

る

わ

け

に

も

い
か

な

い
。

そ

も

そ

も
、

国

際

法

の

原

則
を

政

策
に

取

り

入
れ
、

事

件
の

処

理

に

反

映

さ

せ

る

た
め

に

は
、

そ

れ

を

実

行

し

よ

う
と

す

る
意

識

と
、

そ

れ
を

裏

付

け

る
だ

け

の

能
力

が

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

が
、

事

件

当

時

の

日

本

政

府

に
、

こ
れ

ら

が

十

分
に

備

わ

っ

て
い

た

と

は

い

い

が

た

い
。

こ

の

こ

と
は
、

事

件
に

対

す

る

神

戸

税

関
や

大

蔵

省

の

態

度

か

ら

も

明

か

で

あ

る
。

事

件

発
生

の

当

初
、

両

国

の

交

渉

は

ド
イ

ツ

領

事

と

神

戸

税

関

の

間

で

行
わ

れ

た
。

こ

の

と

き

税

関

側

は
、

差

止

の

根

拠

を

国

内
法

の

「
大
坂

ト

兵

庫

ノ

間

引

船

等

ノ

規

則
」

に
求

め

て

お

り
、

両

国

間
の

　
　
　

条

約
な

ど

は

一

切

無

視

し

て

い

る
。

し
か

も

こ

の

態

度

は
、

日

本
政

府
が

条

約

違

反

を

正

式

に

承

認

し

た

あ
と

も

変

る

こ

と

な

く
、

ド

イ

　
む

　

ツ
側

か

ら

齪

酷

を

指

摘

さ

れ

た

ほ

ど

で
あ

っ

た
。

こ

れ

に

対

し

て

大

蔵

省

は
、

税

関

の
措

置

を

擁

護

す

る

た
め

日
独

修

好

通

商

航

海

条

約

を

援

用

し

て
お

り
、

国

際

法

を

ま

っ

た

く
無

視

し

た

わ

け

で

は
な

か

っ

た
。

し
か

し
、

条

約

の

存

在

を

無

視

す
る

税

関

の

態

度

に

つ

い

て

は
、

そ

の
ま

ま

黙

認

し

つ
づ

け

て

い

る
。

ま

た
、

賠

償

の

支

払

に

反

対
す

る

と

き
も
、

そ

れ

ま

で

専

ら
法

律

論

に
拠

っ

て

い

た

の
が
、

急

に

「
諸

外

国
の

増

長

を

招

く
」

と
い

っ

た

政

治

的

な

理

由

を

持

ち

出
し
、
「
税

関

の

措

置
は

条

約

に
違

反

し
な

い
」

と

い

う

「
条

約

論
」

は
、

副

次

的

に

言

及
さ

れ

る

に
と

ど

ま
っ

た
。

こ

れ

ら

の

対

応

か

ら

判

断
す

れ

ば
、

大

蔵
省

も

神

戸

税
関

と

同
様
、

本

件

の

解

決

に

あ

た

っ

て
、

本

気

で

国

際
法

を

活

用
す

る

気

が
あ

っ

た

か

　
お

　

疑

わ

し

い
。

す

な

わ

ち
、

事

件
に

国

際

法

の

原

則
を

あ

て
は

め

て

解

決
し

よ

う

と

い

う

意

識

は
、

政
府

内

部

で

も

部
署

に

よ

っ

て
大

き
な

差

が

あ

っ

た
。

今

回

の

場

合
、

事

件

へ

の

対

応
を

主

導

し
た

の

は

外

務
省

で

あ

り
、

結

果

か

ら

み

れ
ば
、

本

件

は

国

際
法

の

ル

ー
ル

を

適

用
す

る

形

で

解

決

が

図

ら

れ

て
い

る
。

し

か

し
そ

の

一

方

で
、

貿

易
を

通

じ

て

外

国

と

日

常

的

に

接
触

す

る

税

関

や
、

そ

れ

を
監

督

す

る

大
蔵

省

に

　
お

　

は
、

国

際

法

に

対

す
る

十

分

な

認

識
が

欠

け

て

い
た
。

つ

ま
り

こ

の

時

期
、

国

際

法
を

積
極

的

に

活

用

し
よ

う

と

す

る
意

識

は
、

日
本

政

府

の

全

体
、

関

係

部

局

の

末

端

に

ま

で

は

十

分

に

浸

透

し

て

い

な

か

っ

た

と

判

断

さ
れ

る
。

し

か

も
、

当

時

の

日
本

政

府

は
、

国
際

法

を

駆
使

す

る

能
力

も

十

分

で

は

な

か

っ
た
。

大

蔵

省

は
、

税

関
の

措

置

の

根
拠

を

日
独

修

好

　
ロ
　

通

商

航

海

条

約

第

＝

条

第

二

項

に
求

め

た

が
、

こ
れ

は

適

切
な

も

の

と

は

い
え

な

い
。

な

ぜ

な

ら
、

当
時

に

お

い

て
も

指

摘

さ
れ

た

よ

う

に
、

こ

の

条
項

が

規

定

す

る

密

輸
の

防

止

と
い

う

目

的

と
、

港

内

の

艀

船

業

に
免

許

制

を

導

入

す

る

と
い

う

行

動

の
間

に

は
、

直

接

の

つ
な

が

り
を

見

出

し

に

く

い

か

ら

で
あ

る
。
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一

方

で

「
日

本

国

に
於

て

独

逸

国

人

交

易

を

為

す

定

則
」

第

九

則

　
あ

　

第

一

項

は
、

単

に

船
貨

の

陸

揚

げ

ば

か

り

で

な

く
、

艀

船
の

雇

傭

に

関

す

る

規

則

に

つ

い

て
も
、

事

前

に

現

地

領

事

と

協

議
す

る

こ
と

を

税

関

側

に

義

務
づ

け

て
い

た
。

と

こ

ろ
が

税

関

は

こ

の

協
議

を

怠

り
、

一

方

的

に
艀

船

業

に
免

許

制

を

導

入

し

て
い

る
。

つ

ま

り

こ
の

免

許

制

導

入

の

段

階

で
、

日

本
側

は

条

約

違

反

を

犯

し

て

い
た

わ

け

で

あ

　
　

　

る
。

い

ず

れ

に

し

て

も

日
本

側

は
、

税

関
の

差

止

措

置
を

条
約

面

か

ら

正

当

化
す

る

こ

と

は

不

可
能

で
あ

っ

た
。

こ

の
よ

う

に
、

税

関

の

措

置
は

明

白

に
条

約

に

違

反
し

て
お

り
、

こ
れ

を

擁
護

す

る

大

蔵

省

の
主

張

も

妥
当

性

を

欠

い

て

い
た
。

と

こ

ろ
が
、

外
務

省

で

条

約

の

解

釈
を

担

当

す

る

考

法

局

で

す
ら
、

こ

の

誤
り

を

指
摘

で

き

ず
、

そ

の
意

見
書

で

「
大

蔵

省

の

言

い

分

に
は

一

理

が

あ

る
」

と

認

め

て

し
ま

っ

て
い

る
。

結

局
、

関
係

す

る

条

約
を

的

確

に
解

釈

し
、

税

関

の

措
置

を

条

約

違

反

と

す

る

結

論

を

導

き

出

し

た

の

は
、

上

野

景

範

外

務

少

輔

で

あ

っ

た
。

彼
は

当

時

の

日

本

で
、

対

外
交

渉

の

経

験

を

最

も
豊

富

に

　
　

　

持

っ

て

い

た
人

物

の

一

人

で

あ

る
。

薩

摩
藩

士

で

あ

っ
た

上

野
は
、

す

で

に

幕

末

の

こ
ろ

か

ら
、

藩

命

に

よ

り
イ

ギ

リ

ス

と

の

折
衝

に

あ

た

っ

て

い

た
。

維

新

後

の
一

八
六

九

（
明
治

二
）

年

に
は
、

ハ

ワ

イ

に

渡

っ

た

日

本
人

移

民

を

召

還

す

る

た
め

の

交

渉

使

節
と

し

て
、

同

国

に

派

遣

さ

れ

て

い

る
。

ま

た
、

日

本

が

国

際

裁

判

の

当

事

国

と

な

っ

た

最

初

の
事

例

で

あ

る

マ

リ

ア

・
ル

ス
号

事

件

で
は
、

外

務

卿

代

理

と

し

て
ペ

ル

ー
公

使

と

交
渉

を

重

ね
、

事

件
を

仲

裁

裁

判

に
付

バ
　
　

す

る

旨

の

協
定

に

調
印

し

た
。

こ
の

よ

う
な

経
歴

か

ら

み

て
、

上

野

は

国

際

法

に

関
し

て
も
、

豊

富
な

知

識

を

も
っ

て
い

た

も

の

と
推

測

　
お
　

さ

れ

る
。

そ

し

て
今

回

の

事

件

に
、

国

際
法

の

原

則

や

ル

ー
ル

が

正

し

く

適

用
さ

れ

た

の

も
、

こ

の
上

野

の

個
人

的

な

能

力

に

よ

る
と

こ

ろ

が
、

き
わ

め

て
大

き

か

っ

た
と

考

え

ら
れ

る
。

一

方
、

一

八

九

五

（
明

治

二
八
）

年

に

発
生

し

た

ス
．
エ

レ

ス
号

事

件

に

対

す

る

日
本

政

府

の

対

応
は
、

こ

れ
と

は

大

き

く

異

っ
た

も

の

で

あ

っ

た
。

ま

ず
、

外

務

省

と

海
軍

の

間

で
、

国

際

法

の

解

釈
な

ど

を

め

ぐ

る
齪

齢

は

全

く

生

じ

て
い

な

い
。

一

〇

月

二

六

日

付

で
有

地

司

令

長

官
か

ら

イ

ギ

リ

ス

側

に
送

ら

れ

た
返

翰

に
、

国

際

違
法

行

為

を

承

認

す

る
文

言
は

一

切

見

ら
れ

な

い

が
、

海

軍

側

が

八
重

山

の

臨

検

の

違

法
性

を

認

め

て

い

た

こ
と

は
、

そ

の

後
、

有
地

長
官

が

解

任

さ

れ

た

こ
と

か

ら

も

明

か

で
あ

る
。

し

か

も
、

日
本

政

府

の

事

件
へ

の

対
応

は
、

き

わ
め

て
迅

速

な

も

の

で

あ

っ
た
。

神

戸

税

関

事

件
で
、

日
本

政

府

が

正
式

に

国

際

違

法

行

為

を

承
認

す

る

ま

で

に
、

お

よ

そ

四
か

月

を

要
し

て
い

る

の

に

対

し
、

ス

エ
レ

ス
号

事

件

で

は
僅

か

半

月

で
、

こ

れ
を

承

認

し

て

い

る
。

も

ち

ろ
ん
、

こ

れ

ら

の

点
か

ら

た
だ

ち

に
、

日
本

の

国

際

法

受
容

の

程

度
が

高

ま

っ

た

と

結

論
づ

け

る
わ

け

に

は
い

か

な

い
。

こ

の
二

つ

の

事

件
は
、

そ

の

政

治

的
条

件
が

あ

ま

り

に
も

相

違

し

て

い

る
か

ら

で
あ

る
。

神

戸

税

関

事

件
は
、

い
わ

ば
地

方
的

な

小

事

件

に
す

ぎ



７８

ず
、

ド

イ

ツ

公
使

も

本

国

の

指

示
を

仰

ぐ

こ

と

な

く
、

独
自

の

判

断

　
　

　

で

こ

れ
を

処

理

し

た
。

こ

れ

に

対
し

て

ス
エ

レ

ス

号

事

件
は
、

イ

ギ

リ

ス

本

国
に

も

通

報

さ

れ
、

東
京

と

ロ
ン

ド

ン

の

双

方

で
交

渉

が

行

わ

れ

て

い

る
。

そ

の
う

え
、

ス
エ

レ

ス

号

事
件

が

発

生

し

た

と

き
、

日
本

は

三

国

　
の
　

干

渉
と

い

う

外

交

上

の

危

機

に
直

面

し

て

い

た
。

日

本

国
内

で

は
、

政

府

の
対

外

失

政

を

非

難

す

る
声

が

昂

ま

っ

て

お

り
、

政

府

と

し

て

は

「
今

回

の

件

で

イ

ギ

リ

ス
の

好

意

ま

で

喪

っ

た

と

国

民
に

感

じ

さ

せ

て
は
、

一

二

月

に

開

か
れ

る
予

定

の

議

会

を

乗

切
れ

な

い
」

と

考

　
　

　

え

た

の

で

あ

る
。

そ

こ

で

日
本

政

府

と

し

て

は
、

何
と

し

て

も

早

期

に
、

か

つ
自

国

の

体

面
を

で
き

る

だ

け

傷

つ

け
な

い

形

で
事

件

を

落

着

さ

せ

る

必

要

が

あ

り
、

そ

の

た

め

直

ち

に

国

際

違
法

行

為

の

承

認

　

　
　

に

踏

み

切

っ

た

も

の
と

推
測

さ

れ

る
。

そ

の

ほ
か
、

神

戸

税

関

事

件

と

比

較

し

て

も
、

ス
エ

レ

ス
号

事

件

の

場

合

は
そ

の

違

法

性

が

あ

ま

り

に

も

明

白

で

あ

り
、

そ

の

こ

と

も
、

政

府

の
対

応

に

影

響

を

及
ぼ

し

た

と

考
え

ら
れ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

ら

の

点

を

考

慮

に

入
れ

た

と

し

て
も
、

ス

エ

レ

ス

号

事

件

に
対

す

る

日
本

政

府

の

対
応

は
、

国
際

法

を

よ

く

理

解
し
、

そ

の

原
則

を

忠

実

に

適

用

し

た

も

の
と

し

て
、

高

く

評

価

さ

れ

る
べ

き

事

例

で
あ

っ

た
。

政

府

内

部
か

ら

も
、

事

件

に

国

際

法

を

適

用
す

る

こ
と

に

異

議

は

出

さ

れ

ず
、

当

事
者

の

海

軍

は
、

む

し

ろ

積

極
的

に

こ
れ

に

協

力

し

て

い

る
。

こ

こ
か

ら

判
断

す

れ

ば
、

日

清

戦
争

直

後

の

日

本
政

府

内

部

に
は
、

事

件

の

解
決

に

国
際

法

を

活

用
し

よ

う

と

す

る
意

識

と
、

そ
れ

を

可

能

と

す

る
だ

け

の
能

力

が
、

相

当

に

高

い

水

準

で

確

立

さ

れ

て

い

た

（
す

な

わ

ち

国

際

法

が

高

い

水

準

で

　
ゆ
　

「
受

容
」

さ

れ

て

い
た
）

と

み

な

す

こ
と

が

で
き

る
。

お

わ

り

に

本

稿

で
は
、

一

九

世

紀
後

半

に

日

本
が

関

与
し

た

近

代

国

際
法

の

適

用

事

例
を

二

例

紹

介
し

た
。

そ

こ

か
ら

は
、

日
本

政

府

が
近

代

国

際

法
を

習
得

し
、

そ
れ

を

現
実

の

国

際
紛

争

に
適

用
す

る

技

術
を

会

得
し

て
い

く

過

程

の
一

端

が
、

お

ぼ

ろ
げ

な

が

ら
も

窺

え

る

よ
う

に

思

わ

れ

る
。

い

う
ま

で

も

な

く
、

今

回
と

り

あ

げ
た

二

例
だ

け
か

ら
、

日

本
の

国

際
法

の

「
受

容
」

状

況

の

全

体

を

判

断
す

る

こ
と

は

で

き

な

い
。

そ

の
点

を

明

か

に

す

る
た

め

に
は
、

今

後
、

よ

り
多

く

の

事

例

に

つ

　
お
　

い

て

分
析

を

行

い
、

そ

れ

ら

の

成

果

を
踏

ま

え
た

う

え

で
、

改
め

て

検

討

し

な

け

れ

ば
な

ら

な

い

だ

ろ

う
。

こ
の

問

題

に

つ
い

て

は
、

こ

れ

ま

で
に

も

多

く

の
研

究

成

果

が

積

み
重

ね

ら
れ

て
き

て

い

る
が
、

い

ま

だ

不

十

分
な

部

分

も

多

く
、

今

後
さ

ら

な

る
攻

究

が

必

要

で
あ

る

。

（ 註

１
）

た

と
え

ば
、

横

田

喜

三

郎

「
わ

が

国

に

お

け
る

国

際

法

の

研

究
」
（
東
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京

帝

国
大

学

『
東

京

帝

国

大

学

学

術

大

観

法

学

部

経

済

学

部
』

東

京

帝

国

大

学
、

一

九

四

二

年

に

所

収
）。

住

吉

良

人

「
明

治

初

期

に

お

け

る

国

際

法

の

導

入
」
『
国

際

法

外

交

雑

誌
』

第

七

一

巻

五

・

六

合

併

号
、

一

九

七

三

年
。

一

又

正

雄

『
日

本

の

国

際

法

学

を

築

い

た

人

々
』

日

本

国

際

問

題

研

究

所
、

一

九

七

三

年
。

安

岡

昭

男

「
日

本

に

お

け

る

万

国

公

法

の

受

容

と

適

用
」
『
東

ア

ジ

ア

近

代

史
』

第

二

号
、

一

九

九

九

年
。

（
２
）

大

畑

篤

四

郎

「
東

ア

ジ

ア

に

お

け

る

国

際

法

（
万

国

公

法
）

の

受

容

と

適

用
」
『
東

ア
ジ

ア

近

代

史
』

第
二

号
、

一

九

九

九

年
、

四

頁
。

（
３
）

同

右
。

（
４
）

こ

の

よ

う

な

立

場

か

ら

の

研

究

と

し

て
、

先

駆

的

な

も

の

と

し

て

は

次

の

二

論

文

が

あ

る
。

有

賀

長

雄

「
明

治

天

皇

と

国

際

法
」
『
国

際

法

外

交

雑

誌
』

第

一

一

巻

一

号
、

一

九
，一

二

年
。

高

橋

作

衛

「
明

治

時

代

二

於

ケ

ル

国

際

法

研

究

ノ

発

達

（
一

－

五
）」
『
法

学

協

会

雑

誌
』

第

三

〇

巻

「

○

ー

二

号
、

第

三

一

巻

四

－

五

号
、

一

九

一

二

ー

三

年
。

ま

た

最

近

の

研

究

と

し

て

は
、

安

岡

昭

男

『
明

治

前

期

大

陸

政

策

史

の

研

究
』

法

政

大

学

出

版

局
、

一

九

九

八

年
、

二

二

ｉ

三

一

頁

が

挙

げ

ら

れ

る
。

（
５
）

本

項

の

内

容

に

つ

い

て
、

詳

し

く

は

以

下

の
文

献

を

参

照

の

こ

と
。

水

垣

進

『
国

際

法

に

於

け

る

国

家

責

任

論
』

有

斐

閣
、

一

九

三

八

年
。

高

野

雄

一

『
国

際

法

概

論
』

全

訂

新

版
、

下

巻
、

弘

文

堂
、

一

九

八

六

年
、

第

二

章
。

田

畑

茂

二

郎

『
国

際

法

新

講
』

下

巻
、

東

信

堂
、

一

九

九

一

年
、

第

一

章
。

（
６
）

日

付

は

筆

者

に

よ

る

推

定
。

（
７
）

本

件

に

関

す

る

基

礎

資

料

は
、

外

務

省

外

交

史

料

館

所

蔵

記

録
Ｇ。
燭一
●

卜。
●
旨

「
神

戸

税

関

二

於

テ
独

英

両

国

商
人

手

船

ヲ

以

テ

荷

物

陸

揚

差

止

一

件
」
（
以

下

「
荷

物

陸

揚

差

止

一

件
」

と

略

記
）
。

な

お
、

そ

の

主

要

部

分

は

『
日

本

外

交

文

書
』

第

六

巻
、

文

書

三

一

七

－

二

八
、

第

七

巻
、

文

書
三

三

九

ー

五

〇

に
収

録

さ

れ

て

い

る
。

（
８
）

同

規

則

（
正

式

名

称

は

「
大

坂

ト

兵

庫

ノ

間

引

舩

荷

物

運
送

舩

井

外

国

人

乗

合

舩

ヲ

設
ル

規

則
」
）

の

全

文

は
、

国

立

公

文

書

館

所

蔵

記

録

卜。
》
⊥
）
１

丹
⑤
。。

『
太

政

類

典
』

第

一

編

第

五

八

巻

（
外

国

交

際

・

開

港

市

一
）

収

録

の

第

三

一

号
文

書

「
幕

府

大

坂

外

国

人

居

留

規

則

及

ヒ

大

坂

兵

庫

間

運

送

舩

等

規

則

ヲ

設

ケ

之

ヲ

各

国

公

使

二

謀

ル
」
（
慶

応

三

年

一

二

月

五

日

付
）

に
所

収
。

（
９
）
『
日

本

外

交

文

書
』

第
六

巻
、

文

書
三

一

七

附

属

書
。

（
１０
）
同

右
、

文

書

三

一

七
。

（
１１
）
「
運

上

所

諸

取

扱

向

荷

物

の
陸

揚

船

積

及

ひ

船

人

足

小

遣

等

雇

方

に
付

開

港

場

に

於

て

是

迄

訴

訟

の

起

り

し

不

都

合

を

除

か

ん

か

為

に

各

開

港

場

の

長

官

外

国

の

コ

ン

シ

ュ

ル

と

談

判

し

双

方

協

議

の

上

右

不

都

合

決

し

て

生

せ

さ

る

様

規

則

を

立

て

日

本

人

と

外

国

人

の

交

易

並

に

其

用

向

を

可

成

丈

け

都

合

能

相

便

し

且

安

全

な

ら

し

む

る

様

双

方

愛

に

議

定

せ

り
」
（
外

務

省

条

約

局

『
旧

条

約

彙

纂
』

第

一

巻

第

一

部
、

外

務

省

条

約

局
、

一

九
三

〇

年
、

一

〇

三

九

頁
）

（
１２
）

前

掲

「
荷

物

陸

揚

差

止
一

件
」

第
一

号

文

書
。

（
１３
）

同

右
、

第

二

号

文

書
。

（
１４
）

同

右
、

第

一

号

文

書
。

考

法

局

の

職

掌

に

つ

い

て

は
外

務
省

百

年

史

編

纂

委

員

会

『
外

務

省

の

百

年
』

上

巻
、

原

書

房
、

一

九

六

九

年
、



８０

一

〇

二

頁
。

（
１５
）
『
日

本

外

交

文
書
』

第

六

巻
、

文

書

三

一

九
。

（
１６
）
「
日

本

吏

人

各

港

に

於

て
密

商

及

ひ

禁
制

の

品

出
入

を

防

く

為

あ

至

適

の

規

律

を

設

く

へ

し
」
（
前

掲

『
旧

条

約

彙

纂
』

第

一

巻

第

一

部
、

一

〇

一

五

ー

六

頁
。

な

お
、

条

約

の

正

式

名

称

は

「
日

本

国

独

逸

北

部

聯

邦

修

好

通
商

航

海

条

約
」

で

あ

る
）

（
１７
）
『
日

本

外

交
文

書
』

第

六

巻
、

文

書

三
二

四

附
記
。

（
１８
）

同

右
、

欄

外
註

記
。

こ

の

上

野

の

判

断

が

妥

当

で
あ

っ

た

こ

と

は
、

そ

の

理

由

も

含
め

て

「
四

比

較

と

考

察
」

で

改

あ

て

指

摘

す

る

こ

．

と

に

し

た

い

。

（
１９
）

同

右
、

文

書

三

二

四
。

（
２０
）
「
日

本

に
於

て
独

逸

国

公

使

と

日

本

政

府

よ

り

任

す

る

吏

人

と

協

議

し

て

此

条

約

に

添

ゆ

る

交

易

規

律

の

趣

意

を

施

行

す

る

為

交

易

に

開

き

た

る

諸

港

に

緊

要

至

当

の

定

規

を

立

る

の

権

あ

る

へ

し
」
（
前

掲

『
旧

条

約

彙

纂
』

第

一

巻

第

一

部
、

一

〇

一

五

頁
）
。

な

お

「
此

条

約

に

添

ゆ

る

交

易

規

律
」

と

は
、

前

掲

の

「
日

本

国

に

於

て

独

逸

国

人

交

易

を

為

す

定

則
」

を

さ

す
。

（
２１
）
『
日

本

外

交

文

書
』

第
六

巻
、

文

書

三

二

七
。

な

お
、

こ

の

外

務

省

の

通

知

に

さ

き

だ

ち
、

ド

イ

ツ

公

使

は

一

二

月

一

六

日

付

で
、

ド

イ

ツ

人

艀

船

業

者

の

損

害

を

二

五

五

ド

ル

と

す

る

覚

書

を

提

出

し

て

い

た

（
文

書

三
二

七

附

記
）
。

（
２２
）
『
日

本

外

交
文

書
細

第

七

巻
、

文

書

三

三

九
。

（
２３
）

同

右
、

文

書

三

四

一
。

（
２４
）

同

右
、

文

書

三

四

三

ー

五
、

三

四

七

－

八

お

よ

び
三

五

〇
。

（
２５
）
『
日

本

外

交

文

書
』

第

六

巻
、

文

書

三
一

八
、

三

二

一
、

三

二

五
、

三

二

八
、

第

七

巻
、

文

書

三

五

二
。

（
２６
）

被

害

額

の

算

定

は

ド

イ

ツ

側
が

行

っ
た

が
、

日
本

側

も

こ

の

金

額

が
、

被

害

の

実

額

と

し

て

妥

当

な

も

の
と

認

め

て

い

る

（
『
日

本

外

交

文

書
』

第

七

巻
、

文

書
三

三

九
）
。

（
２７
）

参

謀

本

部

『
明

治

二

十

七

八

年
日

清

戦

史
』

第
七

巻
、

東

京

印

刷
、

一

九

〇

七

年

（
ゆ

ま

に

書

房

か

ら
覆

刻

版
、

一

九

九

八

年
）
。

伊

能

嘉

矩

『
台

湾

文

化

志
』

下

巻
、

刀

江

書

院
、

一

九

二

八

年
、

九

＝

ー

八

四

頁
。

井

出

季

和

太

『
南

進

台

湾

史

孜
』

誠

美

書

閣
、

一

九

四

三

年
、

＝
二
ー

七

頁
。

原

剛

・

安

岡

昭

男

編

『
日

本

陸

海

軍

事

典
』

新

人

物

往
来

社
、

一

九

九

七

年
、

四
一

頁
。

（
２８
）

本

件

に

関

す

る
基

礎

資

料

は
、

外

務

省

外
交

史
料

館

所

蔵

記

録
蔭
』
．

⑰
・
一
αｃ。

「
帝

国

軍

艦

八

重

山

慶

門

沖

二

於

テ

英

国

汽

船

「
ス

ヱ

レ

ス
」

号

捜

検

二

関

シ

損

害

賠

償

一

件
」
（
以

下

「
ス

エ

レ

ス

号

捜

検

一

件
」

と

略

記
。

そ

の

主

要

部

分

は

『
日

本

外

交

文

書
』

第

二

八

巻

二

冊
、

文

書
一

二

八

ニ

ー

九

四
に

収

録
）
。

ま

た

本

件

に

つ

い

て

は
、

伊

能
、

前

掲

書
、

九

七

五

ー

九

頁
、

鹿

島

守

之

助

『
日

本

外

交

史
』

第

四

巻
、

鹿

島

研

究

所

出

版

会
、

一

九

七

〇

年
、

一

四

八

－

九

頁
、

拙

稿

「
明

治

後

期

に

お

け

る

日
本

の

国

家

間

賠

償

（
一
）
」
『
レ

フ

ァ

レ

ン

ス
』

第

五

七

四

号
、

一

九

九

八

年
、

三
六

頁

も
参

照
。

（
２９
）

八

重

山

の

艦

種

に

つ

い

て
、

当

時
の

外

交

文

書

を

ふ

く

あ

多

く

の

史

料

が

「
巡

洋

艦

（
Ｏ
噌
⊆
同
ω
Φ
憎
）
」

と

す

る

が
、

こ

こ

で

は

片

桐

大

自

『
聯

合

艦

隊

軍

艦

銘

銘

伝
』

光

人

社
、

一

九

八

八

年
、

五

六

〇

頁

に
拠

り

「
通

報

艦
」

と

し

た
。



８１ 一九世紀後半の日本における近代国際法の適用事例

（
３０
）
『
日
本

外

交

文

書
』

第

二

八

巻

二

冊
、

文

書

一

二
八

四

附

記
二
。

（
３１
）

同

右
、

文

書

一

二

八

二

お

よ

び

附

記
。

な

お
、

会

見

の

前

日

に

到

着

し

た

林

董

駐

清

公

使

か

ら

の

電

信

に

よ

っ

て
、

外

務

省

は

事

件

の

概

要

を

察

知

し

て

お

り
、

そ

れ

は

西

園

寺

に

も

報

告

さ

れ

て

い

た

も

の

と

推

測

さ
れ

る
。

こ
の

電

信

の

全

文

（
和

訳
）

は

左

の

通

り
。

在

清

英

国

公

使

ハ

友

誼

的

二

本

使

二

通

知

シ

タ

ル

ニ

ハ

同

公

使

ガ

慶

門

ヨ

リ

接

手

シ

タ

ル

報

告

ノ

趣

ニ

ヨ

レ

バ

八

重

山

艦

ハ

遠

洋

［
伊

藤

注

日

原

文

は

三
σｑ
プ

。。
＄

（
公

海
）］

二

於

テ

英

国

船

「
ス

エ

ー

ル

ス
」

号

ヲ

捜

索

シ

タ

リ

英

国

ノ

公

衆

ハ

遠

洋

二

於

ケ

ル

英

国

人

ノ

権

利

ヲ

維

持

ス

ル

コ

ト

ニ

熱

心

ナ

ル

ヲ

以

テ

同

公

使

ハ

此

ノ

出

来

事

ヨ

リ

輿

論

ノ

喧

燥

ヲ

喚

起

ス

ル

コ

ト

ヲ

欲

セ

ズ

故

二

八

重

山

艦

ハ

其

処

置

二

対

シ

テ

充

分

ノ

理

由

ヲ

示

ス

ベ

シ

ト

希

望

セ

リ

同

公

使

ハ

右

ノ

趣

ヲ

在

日

本

英

公

使

二

電

報

シ

タ

リ

（
一

八

九

五

年

一

〇

月

二

三

日

発

林

駐

清

公

使

発

西

園

寺

外

相

臨

時

代

理

宛

電

信

第

六

九

号

〔
前

掲
「
ス

エ
レ

ス

号
捜

検

一

件
」

に

所

収
〕
）

（
３２
）
『
日
本

外

交

文

書
』

第

二

八

巻

二

冊
、

文

書
一

二

八

三
。

（
３３
）

書

翰
の

英

文

は

同

右
、

文

書

一

二

八

四

附

記

三
。

和

文

は

一

八

九

五

年

一

〇

月

二

七

日

付

有

地

常

備

艦

隊

司

令

長

官

発

樺

山

台

湾

総

督

宛

旗

秘
五

九

号

別
紙

乙
号

（
前

掲
「
ス

エ

レ

ス

号

捜
検

一

件
」

に

所

収
）。

（
３４
）

当

時

の

外

務

省

に

お
い

て
デ

ニ

ソ

ン
が

果

し

て
い

た

役

割

に

つ

い

て

は
、

幣

原

喜

重

郎

『
外

交

五

十

年
』

読

売

新

聞

社
、

一

九

五

一

年
、

二

三

九

１

四

六

頁
。

大

野

勝

巳

「
明

治

外

交

と

デ

ニ

ソ

ン
顧

問

の

献

身
」
『
文

藝

春

秋
』

第

四

四

巻

一

一

号
、

一

九

六

六

年
。

前

掲

『
外

務

省

の

百

年
』

下

巻
、

＝
二
四

一

ー

七

頁
。

（
３５
）
『
日
本

外

交

文

書
』

第
二

八

巻

二

冊
、

文

書
一

二

八

四

附
記

一
。

（
３６
）

同

右
、

文

書

一

二

八

四
。

（
３７
）

外

相

が

イ

ギ

リ

ス

公

使

に

手

交

し

た

口

上

書

に

は
、

は

っ

き

り

と

「
該

処

置

ハ

全

ク

国

際

公

法

ノ

許

サ

・

ル

所

ナ

ル

旨

ヲ

弦

二

承

認

ス
」

と

書

か

れ

て

い

る

（
同

右
）
。

（
３８
）

同

右
、

文

書

一

二

八

五
お

よ

び

一

二

八

七
。

（
３９
）
『
官

報
』

第

三

七

一

八

号

（
一

八

九

五

年

＝

月

一

八

日
）

四
六

一

頁
。

有

地

の

経

歴

に

つ

い

て

は
、

上

法

快

男

監

修

・

外

山

操

編

『
陸

海

軍

将

官

人

事

総

覧
』

海

軍

篇
、

芙

蓉

書

房
、

一

九

八

一

年
、

八

頁
。

外

山

操

「
歴

代

連

合

艦

隊

司

令

長

官

小

伝
」
『
戦

争

と

人

物
』

第

一

九

号
う

一

九

九

六

年
、

一

五

三

頁

（
こ

の

資

料

に

関

し

て

は

高

橋

秀

典

氏

よ

り

御
教

示
を

う

け

た
）

。

（
４０
）
『
日

本
外

交

文

書
』

第

二
八

巻

二

冊
、

文

書
諭

二

八

八
。

（
４１
）

同

右
、

文

書

一

二

八

九
。

（
４２
）

同

右
、

文

書

一

二

九

〇
。

（
４３
）

同

右
、

文

書

一

二

九

一

－
二
。

（
４４
）

同

右
、

文

書

一

二

九

三

－

四
。

（
４５
）
『
官

報
』

第

三
七

四

二

号

（
一

八
九

五

年
一

二

月

一

七

日
）

五

〇

六

頁
。

第

三

七

四

五

号

（
同

月

二

〇

日
）

五

八

六

頁
。

第

三

七

四

六

号

（
同

月

二
一

日
）

六

二

三

頁
。

（
４６
）
『
日

本
外

交

文

書
』

第

二
八

巻

二

冊
、

文
書

一

二
九

四
附

記

二
。

（
４７
）

こ

の

原

則

は
、

一

八

九

五

年
当

時

は

慣

習

国

際
法

に
よ

り

規

定

さ

れ

て

い

た

が
、

第

二

次

世

界

大

戦

後

に

成

文

化

さ

れ

た

（
一

九

六

二

年

発

効

の

「
公

海

に

関

す

る

条

約
」

第

六

条
第

一

項

お

よ

び

一

九

九

四



●

８２

年

発

効

の

「
国
連

海
洋

法

条

約
」

第

九

二

条

第
一

項
）。

（
４８
）

藤

田

久

一

『
国

際

法

講

義

１
』

東

京
大

学

出

版

会
、

一

九

九

二

年
、

二

七

九

ー

八

二

頁
。

そ

の

ほ

か
、

デ

ニ

ソ

ン

の

よ

う

に

「
正

当

防

衛
」

ま

た

は

「
自

衛
」

の

場

合

に

も
、

平

時

の

公

海

上

に

お

け

る

臨

検

・

掌

捕

が

認

め

ら

れ

る

と

す

る

意

見

も

あ

り
、

実

際

に

イ

ギ

リ

ス

政

府

は
、

一

八

七

三

年

に

発

生

し

た

ヴ

ァ

ー

ジ

ニ

ア

ス

号

事

件

の

際

に
、

こ

の

意

見

を

裏

書

す

る

態

度

を

と

っ

て

い

る

（
田

岡

良

一

『
国

際

法

上

の

自

衛

権
』

補

訂

版
、

勤

草

書

房
、

一

九

八

一

年
、

五

一

ー

六
一

頁
）
。

し

か

し
、

デ

ニ

ソ

ン

自

身

も

指

摘

す

る

よ

う

に
、

今

回

の

事
例

は

こ

れ

に

該

当

し

な

い
。

（
４９
）

井

出
、

前

掲

書
、

一

六

頁
。

（
５０
）
前

掲

「
荷

物

陸

揚

差

止

一

件
」

第

五

号
文

書
。

（
５１
）
『
日
本

外

交

文

書
』

第

七

巻
、

文

書

三

四

三
。

た

だ

し
、

神

戸

税

関

は

差

止

措

置

の

取

消

を

命

じ

ら

れ

た

あ

と
、

大

蔵

省

に

「
今

回

の

決

定

は

条

約

第

何

条

に

基

い

て

下

さ

れ

た

の

か
」

と

伺

い

を

立

て

て

い

た

よ

う

で

あ

る

（
文

書

三

四

五
）。

（
５２
）

も

し
、

大

蔵

省

に

本

気

で

国

際

法

を

活

用

す

る

気

が

あ

り
、

か

つ

賠

償

に

真

剣

に

反

対

す

る

の

で

あ

れ

ば
、

こ

の

条

約

論

を

も

っ

と

積

極

的

に

利

用
し

た

で
あ

ろ

う
。

も

ち

ろ
ん
、

紛

争

を

処

理

す

る

に

あ

た

っ

て
、

あ

え

て

国

際

法

を

持

ち

だ

さ

ず
、

政

治

的

に

解

決

す

る

こ

と

は

珍

し

く

な

い

（
た

と

え

ば
、

一

八
六

九

年

に

発

生

し

た
ペ

イ

ホ

ｉ

号

事

件
）
。

し

た
が

っ

て
、

単

に

政

治

的

理

由

か

ら

賠

償

に

反

対

し

た

か

ら

と

い

っ

て
、

そ

れ

が

た

だ

ち

に

「
国

際

法

に

対

す

る

認

識

の

欠

如
」

に

つ

な

が

る

わ

け

で

は

な

い
。

し

か

し
、

本

件

に

関

す

る

大

蔵

省

の

対

応

は

あ

ま

り

に

も

場

当

り

的

で
、

右

の

よ

う

な

大

局

的

見

地

か

ら

賠

償

に

反

対

し

た

わ

け

で

は

な

さ

そ

う

で
あ

る
。

（
５３
）

そ

も

そ

も

大

蔵

省

に
、

国

際
法

に

対

す

る

十

分
な

認

識

が

あ

っ

た

と

す

れ

ば
、

外

国

領

事

と

交

渉

す

る

機

会

の

多

い

税

関

に

対

し

て
、

こ

の

点

に

つ

い

て

の

指

導

が

な

さ

れ
な

い

は

ず

が

な

い
。

そ

し

て
、

も

し

指

導

が

あ

っ

た

と

す

れ

ば
、

今

回

の

神

戸

税

関

の

よ

う

な

対

応

（
国

際

法

違

反

で

あ

る

と

の

抗

議

に

国

内

法

を

も

っ

て

対

抗

す

る
）

も

あ

り

え

な

か

っ

た

で
あ

ろ

う
。

（
５４
）

註

（
１６
）

を

参

照
。

（
５５
）

註

（
１１
）

を

参

照
。

（
５６
）

こ

の

点

も
、

す

で

に

上

野

景

範

外

務

少

輔

が

指

摘

し

た

と

こ

ろ

で

あ

っ

た

（
註

（
１８
）

参

照
）
。

（
５７
）

上

野

の

経

歴

に

つ

い

て

は
、

大

塚
武

松

編

『
百

官

履

歴
』

上

巻
、

日

本

史

籍

協

会
、

一

九

二

七

年

（
東

京

大

学

出

版

会

か

ら

覆

刻

版
、

一
，

九

七

三

年
）

四

四

四

－

八

頁
。

日
本

歴

史

学

会

『
明

治

維

新

人

名

辞

典
』

吉

川

弘
文

館
、

一

九

八

一

年
、

＝
二
九

１

四

〇

頁
。

（
５８
）

一

又
、

前

掲
書
、

二

一

お

よ

び

二
一
二
頁
。

（
５９
）

こ

の

推

測
を

裏

付

け

る

事

実
と

し

て
、

彼

が

一

八

七

二

（
明
治

五
）

年

と

七

九

（
同

一

二
）

年

の

二

度

に

わ

た

り
、

条

約

改

正

取

調

御

用

掛

に

任

ぜ

ら

れ

た

こ

と

を

挙

げ

て

お

き

た

い

八
大

塚
、

前

掲

書
、

四

四
六

お

よ

び

四

四

八

頁
）
。

ま

た

上

野

は
、

一

八

七

八

（
明

治

＝

）

年

か

ら

翌

年

に

か

け

て

駐

英

公

使

と

し

て

イ

ギ

リ

ス

と

の

条

約

改

正

交

渉

に

も

尽

力

し

て

い

る

（
鹿

島

守

之

助

『
日

英

外

交

史
』

鹿

島
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研

究

所
、

一

九

五

七

年
、

四
三

ー
五

八

頁
）
。

（
６０
）
『
日

本

外

交

文

書
』

第
七

巻
、

文

書

三

四

三
。

（
６１
）

遼

東

半

島

を

清

国

に

還

付

す

る

「
奉

天

半

島

還

付

条

約
」

が

締

結

さ

れ

た

の

は
、

一

八

九

五

（
明

治

二

八
）

年

一

一

月

八

日

の

こ

と

で

あ

る

。

（
６２
）
『
日

本

外

交

文

書
』

第

二

八

巻

二

冊
、

文

書
一

二

八

九

－

九

〇
。

（
６３
）

実

際
、

政

府

は

事

件

の

解

決

条

件

で

あ

る

「
口

上

書

の

公

表
」

や

「
関

係

者

の

処

罰
」

な

ど

も
、

す

べ

て

議

会

の

開

会

前

に

完

了

し

て

い

る
（
第

九

回

通

常

議

会

は

一

二

月

二

八

日

に

開
会
）
。

（
６４
）

も

ち

ろ

ん
、

そ

も

そ

も

軍

艦

が

公

海

上

で
外

国
船

舶

を

臨

検

す

る

と

い

う

基

本

的

な

ミ

ス

を

犯

す

こ

と

自

体
、

当

時

の

国

際

法

の

「
受

容
」

が

不

十

分

な

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

を

証

明

し

て

い

る
、

と

い

う

こ

と

は

で

き

る
。

し

か

し

そ

れ

で

も
、

条

約

の

解

釈

を

主

務

と

す

る

外

務

省

考

法

局

で

す

ら
、

的

確

な

判

断

が

で

き

な

か

っ

た

神

戸

税

関

事

件

と

比

較

す

れ

ば
、

そ

こ

に

は

格

段

の

進

歩

が

見

出

さ

れ

よ

う
。

（
６５
）

そ

の

際

に
注

意

す
べ

き

は
、

単

に

「
国

際

法

が

適

用

さ

れ

た

事

例
」

を

研

究

す

る
だ

け

で

は

不

十

分

と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

今

回

取

上

げ

た

二

例

は
、

い

ず

れ

も

実

際

に

国

際

法

が

適

用

さ

れ

た

事

件

で

あ

る

が
、

全

体

の

状

況

を

判

断

す

る

た

め

に

は
、

反

対

に

「
国

際

法

が

適

用

さ
れ

な

か

っ

た

事

例
」

に

つ
い

て

も
、

詳

し

く

見

る

必

要

が

あ

る
。

〔
附

記
〕

本

稿

は

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

報

告

「
明

治

前

期

に

お

け

る

日

本

の

国

家

間

賠

償

と

近

代

国

際

法
」

の

発

表

原

稿

を

大

幅

に

改

稿

し

た

も

の

で

あ

る
。

と

く

に
、

報

告

の

冒

頭

で
述

べ

た

「
国

家

間

賠

償

の

五

類

型
」

に

つ

い

て

は
、

す

で

に
別

稿

（
「
明

治

前

期

に
お

け

る

日

本

の

国

家

間

賠

償

（
二
）
」
『
レ

フ
ァ

レ

ン
ス
』

第

五

六

四

号
、

一

九

九

八

年
）

で

詳

述

し

て

い

る

の

で
、

本

稿

で

は

す

べ

て

割

愛

し

た
。


