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黒
田
明
伸
著

中
華
帝
国
の
構
遁
と
世
界
経
済

飯

島

渉

大
著
で
あ
る
。
論
誼
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
理
論
的
抽
象
性
、
主
張
の
斬

新
さ
の
ど
れ
を
取
っ
て
も
大
著
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
中
園
経
済
史
と
い
う

停
統
が
あ
る
よ
う
で
、
そ
れ
で
い
て
戦
後
の
研
究
に
お
い
て
は
通
史
或
い
は
テ

キ
ス
ト
の
書
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
こ
の
著
作
は
大

き
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

中
園
経
済
史
研
究
の
先
達
で
あ
る
加
藤
繁
は
、
か
つ
て
自
ら
の
経
済
史
研
究

の
軌
跡
を
ふ
り
か
え
る
な
か
で
、
「
経
済
史
は
中
々
困
難
な
り
、
先
づ
財
政
史

を
研
究
せ
ん
、
(
略
)
然
る
に
財
政
を
や
る
に
は
貨
幣
の
こ
と
を
詳
に
す
る
を

要
す
。
貨
幣
の
中
に
て
も
金
銀
(

H
国
間

O
C
の
こ
と
は
一
向
に
詳
か
な
ら
ず
。

先
づ
之
を
明
に
す
る
必
要
あ
り
。
か
く
し
て
金
銀
の
研
究
出
来
す
(
傍
黙
は
、

引
用
者
口
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
日
本
の
中
園
経
済
史
研
究
は
、
一

方
で
農
村
批
舎
、
地
主
・
佃
戸
関
係
の
詳
細
な
検
討
に
重
貼
を
置
き
、
他
方
、

都
市
を
中
心
と
す
る
産
業
裂
逮
史
(
あ
る
い
は
不
愛
遼
史
、
そ
の
封
象
も
中
心

は
繊
維
産
業
に
特
化
し
て
い
た
)
に
関
心
を
集
中
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究

の
方
向
性
に
一
定
の
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
戦
前
か
ら

の
研
究
成
果
を
十
分
に
継
承
、
設
展
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
貧
で

あ
る
。
一
九
八

0
年
代
に
至
り
、
戦
後
の
研
究
が
提
示
し
て
き
た
中
園
経
済
史

像
が
陸
路
に
は
ま
り
こ
む
な
か
で
、
そ
う
し
た
研
究
を
噸
笑
う
か
の
よ
う
に
華

人
経
済
は
活
性
化
の
様
相
を
見
せ
、
中
園
大
陸
の
経
済
政
策
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ

タ
な
繁
化
を
と
げ
た
。
歴
史
的
に

E
大
な
市
場
杜
曾
と
商
業
文
明
を
形
成
し
て

き
た
中
園
祉
舎
と
そ
の
現
在
の
あ
り
方
を
統
一
的
に
理
解
す
る
パ

ラ
ダ
イ
ム
を

我
々
は
い
ま
だ
共
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

黒
田
氏
の
こ
の
大
著
は
、
そ
う

し
た
階
梯
の
一
段
階
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る。

以
上
が
黒
田
氏
の
大
著
に
謝
す
る
筆
者
の
第
一
印
象
で
あ
る
。
黒
田
氏
の
論

黙
は
、
「
銀
銭
二
貨
制
」
を
基
礎
に
「
非
均
衡
型
市
場
経
済
」
と
し
て
中
園
経

済
を
理
解
す
る
こ
と
を
核
と
し
、
通
貨
、
財
政
、

市
場
と
多
岐
に
及
ぶ
。
そ
の

全
鐙
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
、

筆
者
の
能
力
で
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、

的
確
に
本
書
の
論
黙
を
整
理
し
た
多
く
の
書
評
が
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
。
黒

田
氏
の
論
黙
に
糾
問
し
て
、
率
直
か
つ
陣
取
し
い
批
剣
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
ひ
と
え
に
本
書
の
債
値
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
朕
況
の
中
で
、

本
稿
に
お
い
て
黒
田
氏
の
論
黙
を
改
め
て
整
理
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
を
持

た
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
す
で
に
示
さ
れ
た
論
貼
、
批
剣
と
の
重
複
を

避
け
る
意
味
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
比
較
的
少
な
か
っ
た
財

政
史
研
究
の
文
脈
か
ら
本
書
の
意
味
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
行
論
の

都
合
上
、
論
結
の
整
理
を
行
な
っ
た
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
黒
田
氏
の
論
黙

を
全
世
と
し
て
整
理
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
御
了
解
い
た
だ
き
た
い
。

ま
ず
、
全
盛
の
章
立
て
を
記
し
て
お
く
。

-222-
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華
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序
に
お
い
て
、
黒
田
氏
は
「
地
域
経
済
の
固
有
の
流
動
性
を
維
持
す
る
た
め

に
現
地
通
貨
と
地
域
開
決
済
通
貨
の
免
換
性
を
制
限
し
、
そ
の
結
果
、
地
域
経

済
の
制
約
か
ら
個
々
人
の
債
権
債
務
関
係
を
解
き
放
ち
、
そ
の
超
地
域
的
な
展

開
を
容
易
に
し
た
構
造
」
(
一
一
二
|
一
四
頁
)
を
「
中
華
脅
園
」
と
呼
ぶ
。
す

な
わ
ち
、
「
銀
銭
ニ
貨
制
」
を
採
用
し
た
「
非
均
衡
型
市
場
経
済
」
と
し
て
中

園
経
済
を
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
あ
る
祉
曾
が
中
華
喬
図
的
な
経
済
シ
ス
テ

ム
を
と
る
か
否
か
は
、
「
市
場
の
捻
い
手
た
ち
を
超
越
し
た
動
機
に
よ
り
決
せ

ら
れ
る
」
(
一
五
頁
〉
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
重
要
な
の
が
、
市
場
と
公
権
力
を

媒
介
す
る
財
政
の
媒
介
機
能
の
あ
り
方
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
他
方
、

「世

界
経
済
」
と
は
、
「
諸
々
の
園
民
経
済
を
形
成
す
る
債
権
債
務
関
係
の
閲
に
互

換
性
を
貫
徹
さ
せ
杜
曾
化
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
動
機
に
さ
さ
え
ら
れ
た
も

の
」
(
一
六
頁
〉
、
す
な
わ
ち
「
均
衡
型
市
場
経
済
」
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
、
黒
田
氏
は
「
非
均
衡
型
市
場
経
済
」
(
中
園
)
と
「
均
衡

型
市
場
経
済
」
ハ
西
欧
・
日
本
〉
の
基
本
的
な
概
念
を
提
示
し
、
そ
の
連
関
性

の
も
と
に
成
立
し
た
ニ

O
世
紀
初
頭
の
開
港
場
経
済
圏
と
い
う
庚
域
経
済
圏
の

萌
芽
が
中
園
王
朝
を
財
政
的
に
瓦
解
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
す
る
。

「
銀
銭
二
賃
制
」
を
採
用
し
た
「
非
均
衡
型
市
場
経
済
」
と
し
て
中
園
経
済

を
位
置
づ
け
、
通
貨
問
題
を
分
析
の
中
心
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
世
界
経
演
論

や
欧
米
経
済
史
、
日
本
経
済
史
、
さ
ら
に
は
植
民
地
経
済
史
と
の
閲
に
相
互
討

論
を
可
能
に
す
る
高
い
レ
ベ
ル
の
抽
象
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
本
書
の
第

一

の
魅
力
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
問
題
か
中
園
経
済
の
貧
態
に
そ
く
し
た

か
た
ち
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
財
政
の
媒
介
機
能
の
あ
り
方
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
黒
田
氏
は
、
ま
ず
、
前
編
に
お
い
て
、
「
銀
銭
ニ
賃
制」

を
採
用

し
た
中
園
社
曾
に
お
け
る
財
政
の
あ
り
方
を
穀
物
備
蓄
政
策
と
の
関
連
か
ら
論

ず
る
。
清
朝
中
期
を
特
徴
づ
け
る
行
政
的
穀
物
在
庫
の
形
成
を
、
祉
禽
政
策
の

文
脈
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
財
政
政
策
の
文
脈
か
ら
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
黙

は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「小
額
通
貨
の
み
を
法
貨
と
し
て
大
量

に
愛
行
す
る
と
い
う
政
策
を
、
行
政
的
備
蓄
政
策
が
、
銭
需
要
を
つ
く
り
あ
げ

る
こ
と
に
よ
り
下
支
え
し
て
い
た
側
面
が
あ
る
」
〈
八
四
頁
)
こ
と
を
指
摘
す

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
現
地
通
貨
で
あ
る
銅
銭
と
秤
量
銀
の
機

能
は
分
離
せ
ら
れ
「
銀
銭
二
賃
制
」

が
成
立
す
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は

「
行
政

主
慢
の
主
観
、

経
世
思
想
な
ど
か
ら
は

一
線
を
劃
し
た
運
動
の
結
果
と
み
な
す

べ
き
」
(
九
七
頁
)
で
あ
り
、

「
一
六
世
紀
後
半
の
銀
の
大
行
進
を
燭
媒
と
し

た
世
界
経
済
の
始
動
が
も
た
ら
し
た
、
世
界
的
現
象
の

一
環
と
し
て
解
穆
し
う

る
」
(
九
八
頁
)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
て
確
立
さ
れ
た
「
銀
銭
二
賃
制
」
が
一
九
世
紀
後
半
か
ら

の
、
外
園
銀
元
や
外
圏
銀
行
券
の
中
園
進
出
に
よ
る
「
雑
種
幣
制
」
の
基
礎
と

な
っ
た
の
で
あ
り
、
「
雑
種
幣
制
」
と
は
「
地
域
に
と
っ
て
の
針
外
債
務
債
権

-223ー
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を
い
わ
ば
外
貨
建
て
に
し
て
お
き
、
現
地
通
貨
の
需
要
と
切
り
離
す
構
造
の
締

結
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
が

「清
末
以
降
の
貿
易
機
大
の
趨
勢

に
お
い
て
か
え
っ
て
各
都
市
の
虚
銀
量
制
に
存
在
事
由
を
輿
え
る
こ
と
に
な
っ

た
」
(
以
上
、
一
一
四
頁
)
と
指
摘
す
る
。

貨
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
魅
力
的
な
指
摘
で
あ
る
。
黒
田
氏
に
よ
れ
ば
、
中

図
財
政
の
特
徴
を
最
も
示
し
て
い
る
の
は
、
租
税
図
家
で
あ
る
か
否
か
、
ま

た
、
中
園
財
政
の
歴
史
的
特
質
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
中
央
財
政
と
地
方
財

政
の
関
係
で
は
な
く
、

「公
債
に
よ
る
財
政
の
伸
縮
性
の
確
保
と
い
う
黙
の
歓

如
で
あ
る
」
〈
一
三
六
頁
)
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
附
加
税
な
ど
の
形
で
財

政
運
営
の
伸
縮
性
は
確
保
さ
れ
て
い
た
が
、
公
債
と
箆
替
の
設
逮
が
見
ら
れ
な

か
っ
た
中
園
枇
舎
は
、
利
子
率
の
不
均
衡
性
を
常
態
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

地
域
経
済
を
制
御
し
統
合
す
る
動
機
を
持
た
な
か
っ
た
、
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
前
編
に
お
い
て
示
さ
れ
る
黒
田
氏
の
中
園
財
政
に
関
す
る
理
解
の
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
と
に
、
黒
田
氏
は
後
編
に
お
い
て
、
「
中

華
一
帝
閤
」
の
財
政
シ
ス
テ
ム
の
瓦
解
を
湖
北
省
を
中
心
に
あ
と
づ
け
る
。
財
政

運
営
と
い
う
権
力
機
造
が
通
貨
問
題
に
よ
っ
て
構
り
動
か
さ
れ
て
い
く
構
造
の

論
詮
で
あ
る
。

ま
ず
、
辛
亥
革
命
を
「
旦
帝
園
が
世
界
経
済
に
溶
解
し
て
い
く
過
程
を
象
徴
し

た
政
治
獲
動
」
(
一
四
七
頁
〉
で
あ
る
と
し
、

一
九
七

0
年
代
ま
で
の
、
辛
亥

革
命
に
関
す
る
研
究
成
果
の
枠
組
み
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
一
九
八

0
年
代

に
い
た
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
ア
ジ
ア
経
済
閣
論
と
地
方
政
治
論
と
も
に
、
辛
亥

革
命
に
関
す
る
構
造
的
理
解
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
女
の
よ
う
な
問
題

が
設
定
さ
れ
る
。

①
園
際
金
本
位
制
を
成
立
さ
せ
た
世
界
経
済
と
同
時
期
の
中
園
経
済
と
の
連

開
性

②
か
か
る
連
関
性
に
財
閥
型
財
政
を
特
徴
と
す
る
中
園
王
朝
の
財
政
機
構
が

針
態
し
え
た
か
否
か

③
現
地
通
貨
と
地
域
開
決
済
通
貨
の
免
換
性
を
制
限
し
た
市
場
構
造
は、

ど

の
よ
う
に
制
割
腹
し
た
か

で
あ
る。

こ
の
獲
理
は
非
常
に
ク
リ
ア
で
あ
り
、
黒
田
氏
の
問
題
意
識
の
所
在

を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
「
清
末
民
初
」
と
い
う
漠
然
と
し
た

時
期
区
分
の
も
と
で
、
検
設
さ
れ
な
い
ま
ま
に
半
ば
了
解
さ
れ
て
き
た
政
治
同
変

動
と
経
済
第
動
の
関
係
性
の
理
解
を
い
ま
一
度
検
討
の
封
象
と
す
べ
き
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
経
済
閣
論
の
研
究
の
成
果
に
射
し
て
、
こ
れ
を

政
治
繁
動
を
含
み
こ
む
も
の
と
し
て
議
論
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
批
剣
と
、
地

方
政
治
論
が
ま
さ
に
「
地
方
」
を
問
題
と
し
て
き
た
こ
と
へ

の
批
剣
が
示
さ
れ

る。
そ
れ
で
は
、
黒
田
氏
の
論
置
は
如
何
な
る
構
造
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
黙
は
、
本
稿
の
主
旨
と
も
関
わ
る
た
め
や
や
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
ま

ず
、
黒
田
氏
は
、

淡
日
経
済
簡
を
背
景
と
す
る
清
末
湖
北
省
に
お
け
る
幣
制
改

革
の
推
移
を
、

一
八
九
五
年
以
後
の
銀
元
鋳
造
と
そ
の
失
敗
、
一
九

O
二
年
以

後
の
銅
元
鈴
造
の

一
定
の
成
功
と
し
て
、
「
銀
銭
二
貨
制
」
の
も
と
に
分
析

し
、
官
銭
局
が
貨
幣
循
環
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
様
子
を

述
べ
る
。
そ
れ
は
、

「制
度
の
確
認
と
放
入
・

経
費
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
を
し、

さ
ら
に
中
央
と
地
方
の
関
係
に
論
及
」

(
一
八
九
頁
)
す
る
の
み
で
あ
っ
た
従

来
の
財
政
史
研
究
に
射
す
る
厳
し
い
批
剣
と
な
っ
て
い
る
。

義
和
園
事
件
後
の
多
額一
の
賠
償
金
は
、
消
極
的
財
政
政
策
を
清
朝
政
府
が
と

り
つ
づ
け
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
湖
北
省
に
も
年
一
二

O
寓
雨
の
賠
償
金

負
婚
が
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
湖
北
省
財
政
は
、
土
契
税
、
銀
摘
、
銅
元
徐
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利
(
最
大
は
、
銅
元
幹
陣
利
)
と
い
う
三
つ
の
牧
入
に
よ
り
、
賠
償
金
分
猪
に
耐

え
る
と
と
も
に
、
新
軍
建
設
に
も
充
賞
す
る
濁
自
の
財
政
構
造
を
形
成
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
と
こ
ろ
が
戸
部
は
、
省
財
政
へ
の
介
入
を
は
か
り
、
一
九

O

五
年
以
後
の
全
圏
的
な
銅
貨
相
場
の
下
落
に
よ
り
、
戸
部
と
各
省
の
封
立
は
激

化
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九

O
六
年
に
は
、
銅
元
鋳
造
の
制
限
と
差
盆
の
中
央

迭
金
、
ま
た
ア
へ
ン
禁
種
令
に
よ
る
土
禁
税
の
滅
少
に
よ
り
、
湖
北
省
財
政
も

危
機
に
陥
る
。
そ
の
結
果
は
借
款
で
あ
る
。
こ
う
し
た
湖
北
省
財
政
の
推
移
が

ら
、
黒
田
氏
は
、
関
税

・
堕
税
の
中
央
政
府
化
、

直
接
税
附
加
H
州
豚
財
政、

通
遇
税

・
消
費
税
H
H
省
財
政
、
と
い
う
財
源
の
一
一一分
割
の
傾
向
を
指
摘
す
る。

こ
う
し
た
推
移
は
、
漢
口
経
済
圏
(
そ
れ
は
、
官
銭
票
の
流
通
す
る
遁
貨
閣
に

針
臨
服
す
る
〉
の
経
済
援
展
を
背
景
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
農
産

物
の
開
浴
場
へ
の
集
中
と
そ
の
加
工
業
の
勃
興
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
省

政
府
と
い
う
政
治
権
力
の
分
省
的
展
開
の
基
礎
と
な
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
こ

う
し
て
黒
田
氏
は
、
辛
亥
革
命
に
い
た
る
政
治
権
力
の
分
省
的
展
開
を
経
済
的

財
政
的
な
文
脈
か
ら
説
明
し
て
み
せ
る
。
結
局
、
財
園
型
財
政
は
、
急
激
な
財

政
膨
張
に
制
割
腹
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
の
だ
と
。

し
か
も
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
世
界
経
済
と
の
関
連
の
も
と
に
進
行
し
た
。

そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
油
脂
化
皐
工
業
を
典
型
と
し
て
、
中
園
農
民
を
世
界
経
済

の
連
鎖
に
包
癒
し
た
。
そ
の
結
果
、
地
域
経
済
の
自
律
性
を
健
現
し
て
き
た
現

地
通
貨
が
、
よ
り
庚
域
の
通
貨
に
代
替
さ
れ
、
権
力
構
造
上
の
拙
変
動
に

つ
な
が

っ
た
、
と
さ
れ
る
。
辛
亥
革
命
以
後
に
お
け
る
案
世
凱
銀
元
の
流
通
と
中
園
銀

行
券
の
普
及
、
揚
子
江
中
流
域
で
の
銅
貨
経
済
の
普
及
は
、
通
貨
の
地
域
的
分

業
を
切
り
崩
す
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
南
京
圏
民
政
府
に

よ
る
幣
制
改
革
と
い
う
形
に
鏑
着
す
る
構
造
は
、
辛
亥
革
命
以
後
に
お
い
て
、

そ
の
市
場
篠
件
の
も
と
す
で
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
湖
北
省
、
漢
ロ
経
済
圏
の
財
政
的
な
推
移
は
、
「
銀
銭
ニ

貨
制
」
と
そ
の
崩
壊
過
程
の
な
か
に
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
南
京
圏

民
政
府
に
よ
る
幣
制
改
革
に
い
た
る
構
造
は、

そ
の
市
場
篠
件
の
も
と
す
で
に

進
行
し
て
い
た
、
と
い
う
指
揚
も
新
鮮
で
魅
力
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

黒
田
氏
は
、
さ
ら
に
以
上
の
問
題
を
二
O
世
紀
前
後
の
中
園
市
場
に
お
け
る

イ
ン
ド
綿
紙
、
日
本
綿
絡
さ
ら
に
は
中
園
綿
称
に
よ
る
機
械
製
綿
線
市
場
の
地

域
的
分
割
が
、

「
機
械
製
綿
線
が
手
紡
線
で
は
な
く
棉
花
代
用
財
と
し
て
流
入

し
た
が
故
に
生
じ
た
も
の
」
(
二
九
六
頁
〉
と
す
る
市
場
問
題
の
分
析
を
行
な

っ
て
本
書
を
終
わ
る
。

財
政
史
研
究
か
ら
見
た
と
き
、
黒
田
氏
の
議
論
の
剖
目
す
べ
き
黙
は
、
財
政

政
策
と
し
て
の
通
貨
政
策
を
、
現
地
通
貨
と
地
域
開
決
済
通
貨
の
免
換
性
を
制

限
し
た
中
園
市
場
の
構
造
の
な
か
に
把
握
す
る
黙
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
戟
後

の
日
本
の
中
園
経
済
史
研
究
は
、
通
貨
問
題
に
つ
い
て
は
、
満
鍛
等
の
調
査
報

告
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
が
多
く
、
地
方
的
な
財
政
構
造
が
問
題
と
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
通
貨
問
題
を
後
景
に
お
い
た
ま
ま
、
田
平に
枚
支

構
造
の
不
均
衡
を
問
題
に
し
て
き
た
に
過
ぎ
な
か

?
た
。
黒
田
氏
は
、
こ
れ
に

封
し
て
、
湖
北
省
の
銅
元
鋳
造
に
よ
る
銅
元
徐
利
に
積
極
的
な
財
政
政
策
の
展

開
を
み
な
が
ら
、
省
財
政
の
展
開
に
針
す
る
戸
部
の
介
入
と
い
う
、
い
わ
ば
従

来
か
ら
の
中
央

・
地
方
関
係
の
文
脈
に
、
通
貨
問
題
か
ら
す
る
質
態
経
済
の
裏

附
け
を
輿
え
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
出
現
に
よ
り
、
中
園
財
政
史
研
究
は、

黒

田
氏
の
指
摘
し
た
中
園
市
場
構
造
の
特
徴
の
是
非
を
ひ
と
ま
.
す
措
く
と
し
て

も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
通
貨
問
題
の
前
提
な
く
し
て
は
、
財
政
構
造
を
問
題
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
段
階
に
入
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
貼
に
つ
い

て
は
、
ま
さ
に
自
戒
を
こ
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

-225ー



366 

し
か
し
、
財
政
史
の
文
脈
か
ら
黒
田
氏
の
議
論
を
検
査
す
る
と
き
、
『
通
貨
問

題
の
推
移
が
中
園
財
政
構
造
そ
れ
自
陸
を
洛
り
動
か
す
内
質
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
指
摘
は
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
自
鐙
が
財
政
構
造

全
鐙
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
若
干
の
問
題

も
残
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
黒
田
氏
に
よ
り
財
圏
型
と
さ
れ
る
清
朝
中
園
、
さ
ら
に
は
中
園
財

政
の
構
造
が
い
ち
じ
る
し
く
伸
縮
性
あ
る
い
は
機
動
性
を
敏
い
て
い
た
こ
と
は

ま
ぎ
れ
も
な
い
事
貨
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
現
賓
の
財
政
収
入
項
目
と

税
額
が
固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
庫
卒
爾
と

い
う
銀
を
基
軸
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
で
あ
る
な
ら
ば、

「
銀
銭
二
貨
制
」
と
い
う
制
度
が
採
用
さ
れ
た
財
政
的
要
因
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
枚
入
の
安
定
的
確
保
が
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
問
題
と
黒
田
氏
の
理
解
は
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
説
明
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。
「
銀
銭
二
貨
制
」
の
導
入
が
銀
建
て
の
清
朝
財
政
に
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
か
筆
者
に
は
十
分
理
解
で
き
な
か
っ

た。

第
二
に
、
清
朝
末
期
、
戸
部
(
ま
た
、
度
支
部
)
が
有
し
て
い
た
財
政
運
営

の
理
念
は
、
枚
入
の
増
加
の
た
め
の
財
源
の
確
保
と
中
央
化
と
い
う
文
脈
か
ら

理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
で
は
、
黒
田
氏
の
針
象
と
し
た
義
和
園
時
期
か
ら

辛
亥
革
命
に
い
た
る
時
期
に
お
け
る
海
関
財
政
の
持
つ
意
味
や
関
税
政
策
を
黒

田
氏
の
指
摘
す
る
湖
北
省
の
財
政
政
策
と
の
関
係
か
ら
論
じ
る
必
要
性
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
戸
部
に
よ
る
省
財
政
へ
の
介
入
は
、
関

税
政
策
の
行
き
詰
ま
り
を
背
景
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

財
政
史
研
究
か
ら
み
た
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
黒
田
氏
が
本
書
に
お
い
て
財
政
政
策
を
系
統

的
に
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
腸
着
し
よ
う
。
黒
田

氏
の
関
心
は
、
「
権
力
者
も
含
め
た
同
時
代
者
た
ち
の
認
識
を
超
え
て
、
彼
ら

の
選
揮
を
支
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
構
造
の
存
在」

(
一
八
頁
)
そ
の
も
の
に

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
海
関
財
政
や
関
税
政
策
も
構
造
の

一
環
を
な
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
む
し
ろ
黒
田
氏
に
課
さ
れ
た
課
題
と
い
う
よ
り
も
、
通

貨
問
題
と
の
関
連
を
覗
野
に
入
れ
つ
つ
、
全
般
的
な
財
政
政
策
史
の
文
脈
か
ら

具
鐙
的
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
が
今
後
の
財
政
史
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
、

と
筆
者
は
受
け
と
め
て
い
る。

他
方
、
黒
田
氏
の
園
家
論
へ
の
強
い
関
心
に
よ
り
、
本
書
は
近
代
中
園
の
政

治
構
造
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
も
大
き
な
示
唆
を
輿
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
、
人
民
闘
争
の
高
揚
が
重
視
さ
れ
た
場
合
の

近
代
中
園
の
基
本
的
路
線
は
、
太
卒
天
国

義

和

圏
|
辛
亥
革
命
、
と
い
う
園

式
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
れ
に
濁
し
て
「
近
代
化
」
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
は
、
洋
務
運
動
|
戊
戊
第
法
|
辛
亥
革
命
、
と
い
う
園
式
が
提
示
さ
れ
て
き

た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
政
治
製
革
の
主
佳
か
ら
み
た
図
式
で
あ
っ
た
が
、

黒
田
氏
の
検
註
し
た
園
家
論
的
な
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

清
朝
園
家
の

財
政
政
策
的
針
態
と
い
う
意
味
か
ら
、
前
者
の
太
卒
天
国

義
和
園

辛
亥
革

命
に
劉
感
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
問
題
は
、
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
、
太
卒
天
国
時
期
の
位
置
づ
け
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
い
う

批
鮒
ど
あ
い
ま
っ
て
、
検
討
さ
れ

る
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ

る。
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全
鐙
を
透
じ
て
、
黒
田
氏
の
明
断
さ
ゆ
え
か
、
と
き
に
個
々
の
行
論
の
運
び

が
早
い
と
感
じ
ら
れ
る
箇
所
も
あ
っ
た
。
問
題
に
よ
っ
て
は
、
い
ま
少
し
詳
し

い
史
料
の
解
樟
が
あ
っ
た
ほ
う
が
、

説
得
性
が
増
す
で
あ
ろ
う
と
も
感
じ
ら
れ

た
。
し
か
し
、
本
塗一回
が
中
園
経
済
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持



つ
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
官
頭
に
示
し
た
加
藤
繁
の
言
を
借
り

れ
ば
、
本
書
は
、
「
財
政
を
や
る
に
は
貨
幣
の
こ
と
を
詳
に
す
る
を
要
す
」
を

具
値
化
し
た
も
の
と
断
言
し
得
る
。

本
稿
は
、
主
と
し
て
財
政
史
研
究
の
文
脈
か
ら
黒
田
氏
の
論
黙
を
如
何
に
受

け
と
め
る
か
、
と
い
う
問
題
を
輸
に
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
財
政

史
に
関
心
を
持
つ
者
と
し
て
、
黒
田
氏
の
問
題
提
起
を
員
撃
に
受
け
と
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
黒
田
氏
の
提

起
し
た
斬
新
な
主
張
、
む
し
ろ
黒
田
氏
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
部
分
で
あ
る

「銀
銭
二
貨
制
」
を
基
礎
と
す
る
「
非
均
衡
型
市
場
」
と
し
て
の
中
園
経
済
の

問
題
に
十
分
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は、

先
行
す

る
書
評
に
お
い
て
、
論
争
的
な
問
題
と
し
て
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
第

一

に
、
黒
田
氏
の
想
定
す
る
「
地
域
経
済
」
の
イ
メ
ー
ジ
、
さ
ら
に
は
寅
在
感
を

め
ぐ
る
間
航
ず
あ
り
、
第
二
に
、
黒
田
氏
が
「
園
際
経
済
」

と
の
連
闘
を
強
調

す
る
な
か
で
、
ア
ジ
ア
域
内
交
易
の
活
性
化
を
前
提
と
す
る
具
鐙
的
な
園
際
経

済
と
の
連
闘
の
あ
り
方
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
示
し
た
論
黙
と
も
関

わ
り
、
多
様
な
観
黙
か
ら
な
る
こ
れ
ら
の
書
評
も
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
る
中
で
、

識
者
に
お
い
て
今
後
の
論
黙
の
整
理
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
。
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註(
1

)

加
藤
繁
「
中
園
経
済
史
の
研
究
に
つ
い
て
」
、

『中
園
経
済
史
の
開

拓
』
(
模
菊
書
院
、
一
九
四
八
年
〉
所
牧
、
一
五
頁
。

(
2
〉
筆
者
の
知
り
得
た
書
評
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

秦
惟
人

「
ア
ジ
ア

経
済
圏
論
と
二
O
世
紀
の
世
界
市
場
鐙
系
」

『
歴
史
評
論
』
第
五
三
四

務
、
一
九
九
四
年
一

O
月
、
白
井
佐
知
子
『
墜
史
皐
研
究
』
第
六
六
七

鋭
、

一
九
九
五
年
一
月
、

岸
本
美
緒
『
名
古
屋
大
祭
東
洋
史
研
究
報

告
』
第
一

九
続
、
一
九
九
五
年
三
月
、
以
上
は
本
稿
作
成
時
に
既
刊
の

も
の
。

鐙
谷
直
人
『
経
済
科
暴
』
第
四
二
巻
第
三
抗
、

一
九
九
五
年
一

月、

本
野
英
一

『ア
ジ
ア
経
済
』
第
三
六
巻
第
九
誠
、
掲
載
議
定
、
小

瀬
一
『
杜
曾
経
済
史
拳
』
掲
載
橡
定
、
以
上
は
、
各
氏
か
ら
原
稿
段
階

で
の
提
供
を
受
け
た
。

前
掲
、
臼
弁
、
五
二
頁
、
秦
、
四
五
頁
。

前
掲
、
白
井
、
五
二
頁
、
岸
本
、

一
一
五
J
一
一
七
頁
。

前
掲
、
籍
谷
、
小
瀬
氏
の
書
評
。

一
九
九
四
年
二
月
名
古
屋
名
古
屋
大
皐
出
版
曾

A
五
利

三
三
七
+
一

二

頁

六

一
八

O
国

-227-

(

3

)
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