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中
国
に
於
け
ち
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

-
金
融
部
門

に
於
け
る
中
国
的
性
格
の

l
考
案
と
し
て
1

熊

本

膏

層H,!白月

u

中
国
に
於
て
は
'
国
家
槽
力
頗
る
崩
-
'
園
児
ま
た
申
王
約

･
自
己
防
衛
的
精
神
に
富
み
'
ギ
ル
ド
的
制
度
の
護
達
せ
る
.IJ
と
は

申
匪
葡
崩
攻
の
jt観
て
に
放
て
｡

山
の
基
本
朝
岡
と
し
.iJ
..
必
ず
取
上
げ
ら
れ
て
居
る
朋
で
あ
る
L..
AJ
JC
L
,と
ま
ー
金
融
軸
El
iy.於
で

も
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
-
.
両
も
'
今
日
'
億
邦
と
し
て
'
社
食
的
使
命
を
に
な
っ
て
'
重
要
な
る
役
割
を
演
じ
っ
1
あ
る
の

を
見
る
｡

銀
行
券
の
専
行
に
関
し
て
'
先
づ
こ
の
こ
と
を
見
や
う
｡
中
歯
に
於
け
る
中
央
銀
行
は
'
も
と
.
革
に
制
度
的
移
入
に
よ
っ
て
創

設
さ
れ
た
も
の
で
'
経
済
的
足
場
を
有
せ
ず
'
た
ゞ
財
政
補
堪
機
関
と
し
て
の
意
義
を
有
し
た
に
止
-
'
国
表
稽
力
ま
た
北
方
に
ま

で
淳
透
し
得
な
か
っ
た
の
で
'
従
っ
て
'
中
央
銀
行
免
換
算
の
普
及
は
'
清
末
以
奔
'
頗
る
困
難
な
事
柄
で
あ
っ
た
.
そ
の
後
'
幾

重
蓮
を
経
て
'
漸
く

民
国
二
十
四
年
十

一
月
に
賛
施
さ
れ
た
劃
期
的
幣
制
も
､
侶
令
'
国
民
政
府
の
国
家
統

1
事
糞
が
や
1
成
功

に
近
づ
き
'
経
済
鰭
制
も
幾
分
そ
の
基
礎
偉
件
を
充
す
も
の
と
な
-
つ
1
あ
つ
た
と
は
い
ふ
も
の
1
､
政
滑

･
経
済
の
極
度
の
不
要

中
国
に
於
け
る
聯
令
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

一
審

二三
一

第

一新

二

三
1



.針

腎

-
-

中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

l
巻

二

三二
第

1
統

二三
二

を
打
解
せ
ん
と
す
る
非
常
手
段
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
'
国
家
統
制
の
及
ば
な
い
面
が
依
然
と
し
て
多
分
に
残
っ
て
居
た
の
で
あ
る
か

ら
'
管
理
通
貨
制
の
空
堀
に
は
'
禰
昔
の
不
安
が
あ
っ
た
｡
特
に
'
国
表
と
襲
券
と
の
関
係
に
封
す
る
過
去
の
苦
い
経
験
は
'
管
理

通
貨
制
な
る
が
故
に
..
国
民
を
し
て
.

一
屠
危
倶
せ
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
こ
の
国
家
に
封
す
る
不
信
相
を
排
除
L
t
国
民
の
信

頼
を
絹
ん
と
す
る
た
め
に
詔
け
ら
れ
た
の
が
､
｢
徴
行
準
備
管
理
費
点
食
｣
で
あ
る
o
i

J
れ
は
'

1L
時
的
過
渡
的
制
度
に
過
ぎ
な
か

/･カ
よ
し
て
も
.
政
府
の
止
む
む
糾
ざ
る
LZiLH
協
策
Lf･lあ
り
ノF.
佃
煮

民

間

側

に

JJ
M

J
は

.

!
隠
望
偶
力
な
る
防
淀
掛
違

う
も
LJ
て

あ
っ
た
こ
と
は
'
燦
か
で
あ
る
o
而
し
て
'
こ
の
こ
と
は
'
中
国
の
中

央
銀

行
が
か

1

る

聯
合
準
備
的
性
格
を
以
て
生
れ
'
且
つ
蟹

廉
す
べ
き
こ
と
も
示
唆
す
る
も
の
と
云
ひ
得
べ
-
､
か
ゝ
る
制
度
の
直
見
的
必
然
性
を
窺
払
得
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
日
支
事
車
勅
語
す
る
や
'
国
民
政
府
は
'
民
国
二
十
六
年
'
第

l
攻
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
令
を
施
行
L
t
更
に
'
民
図
二
十
八

年
'
上
海
に
第
二
次
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
令
が
賛
施
さ
れ
'
こ
れ
に
封
す
る
遠
藤
措
置
と
し
て
採
用
せ
ら
れ
た
同
柴
歴
劃
制
度
が
'
同
業

匪
劃
慣
用
制
度
に
ま
で
襲
展
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
喝
知
の
如
く
で
あ
る
｡
而
し
て
､
こ
の
領
用
匪
劃
制
定
に
は
､後
述
す
る
如
く

歴
劃
諸
費
行
の
規
定
が
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
'
之
を
見
る
と
'
法
幣
没
落
に
封
虞
す
る
聯
合
準
備
襲
穿
刺
を
頼
底
に
用
意
す

る
も
の
1
如
く
に
息
は
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
も
と
よ
-

立
案
嘗
事
者
が
意
識
し
て
居
た
か
ど
う
か
を
私
は
知
ら
な
い
｡
併
し
'
上

述
の
規
定
を
'
中
圃
の
露
見
か
ら
見
直
す
な
ら
ば
'
そ
の
こ
と
が
根
底
に
ひ
そ
ん
で
居
る
と
断
言
し
て
も
不
可
な
き
も
の
･,
や
う
で

あ
る
O
若
し
'
こ
の
結
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
即
ち
'
金
融
磯
路
の
白
主
性
'
国
家
権
力
に
伐
存
せ
ず
し
て
自
己
を
維
持
費
展
せ

し

め
ん
と
す
る
産
変
性
の
具
現
に
外
な
ら
ぬ
.
換
言
す
れ
ば
､
中
国
的
性
格
の
1
の
現
象
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
1
に
'
聯
合
準
備
制
の
塵
史
を
究
明
し
'
且
つ
'
今
日
依
然
と
し
て
､
こ
れ
が
存
現
し
て
居
る
社
食
的
根
接
を
明
か
に
す
る
こ



と
が
要
請
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

聯
合
準
備
制
は
勿
論
'
教
券
の
聯
合
準
備
に
靖
を
聾
L
t
従
っ
て
､
か
1
る
目
的
の
た
め
の
聯
合
準
備
制
と
更
に
こ
れ
と
開
聯
し

て
'
中
央
銀
行
制
度
の
不
備
に
封
す
る
自
衛
策
と
し
て
の
預
金
貸
出
に
関
す
る
聯
合
準
備
制
と
の
存
在
を
見
る
C
後
者
は
'
上
海
銀

行
業
同
糞
会
合
聯
合
準
備
委
月
食
が
組
成
さ
れ
'
財
産
を
共
同
準
備
し
'
公
草
を
蔑
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
融
逼
迫
に
封
虞
せ
る

が
如
き
'
ま
た
､
上
梅
錦
業
同
党
公
舎
聯
合
準
備
庫
が
同
じ
く
財
産
を
共
同
準
備
し
て
.
法
幣
の
領
EE-を
鳳
滑
な
ら
し
め
､も
っ
て
'

相
互
援
助
を
な
す
仕
組
を
と
れ
る
が
如
き
.
経
て
こ
れ
に
展
す
る
｡

ま
た
'
聯
合
準
備
制
は
'
政
府
が
梓
力
の
及
ぼ
ざ
る
を
認
め
'
自
主
的
に
統
制
せ
し
め
る
過
渡
的
安
協
的
便
法
と
し
て
採
用
せ
ん

と
し
た
の
に
初
ま
-
'
複
に
は
'
金
融
恐
慌
に
封
す
る
自
衛
策
と
し
て
.
民
間
自
ら
が
こ
れ
を
賢
行
に
移
し
た
も
の
で
'
二
つ
の
異

れ
る
勤
鮒
の
あ
る
こ
と
も
仕
TTTT
JJ1
4･i
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

聯
食
準
備
制
の
饗
端
は
'
民
図
八
年
の

｢
銀
行
公
庫
食
塊
弁
傑
例
｣
に
あ
る
と
い
は
れ
.
そ
の
後
.
四
行
準
備
嘩

遼
寧
省
城
四

行
既
聯
合
敢
行
準
備
庫
に
於
て
賛
際
に
諜
用
さ
れ
'
最
近
の

｢
蚤
行
準
備
管
理
委
貞
魯
｣
に
そ
の
襲
展
を
見
る
と
同
時
に
'
他
方
､

上
海

･
天
津

･
杭
州
等
に
於
け
る
銀
鎧
業
の
聯
合
準
備
制
度
の
粗
放
に
'
そ
の
昔
例
を
も
つ
の
で
あ
る
.
昔
々
は
､
こ
れ
ら
に
つ
い

て
'
そ
の
各
々
の
内
容
を
明
か
に
す
る
と
共
に
'
そ
の
磨
史
的
杜
骨
的
雄
糠
を
考
察
し
.
か
1
る
面
に
於
け
る
中
国
的
性
格
を
把
捉

L
t
且

つ

'
現
在
の
制
度
の
意
義
及
び
存
在
理
由
を
究
明
し
'
併
せ
て
'
中
央
銀
行
の
も
つ
べ
き
費
展
的
方
向
を
窺
知
す
る

一
材
料

を
捷
供
し
た
い
と
恩
ふ
｡〓

中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

l
啓

二
三
三
第

T
軟

二
三
三



中
園
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

弟

l
馨

二
三
四

第

1
批

1三

円

銀
行
公
骨
の
聯
合
準
備
並
に
覆
券
の
制
度
は
'
賛
規
こ
そ
し
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
'

民
国
八
年
の

｢
銀
行
公
庫
免
換
算
傭
例
｣
及

び
こ
れ
の
復
宿
と
見
ら
れ
る
民
国
十
二
年
の

｢
公
庫
制
大
綱
｣
の
規
定
に
そ
の
濫
髄
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
.

清
園
末
期
に
幣
制
の
統

1
並
に
確
立
の
意
韓
な
る
こ
と
が
叫
け
ば
れ
'
こ
の
賀
硯
を

T
の
任
務
と
し
て
'
中
央
銀
行
が
設
立
さ
れ

る
に
護
っ
た
の
で
あ
る
が
..
間
も
な
-
号
亥
革
命
に
よ
-
成
立
し
た
乾
固
北
京
政
府
も
'
こ
の
嵩
を
撃
取
L
p
閲
幣
の
確
立
と
並
行

し
て
･

紙
幣
の
統

一
的
数
行
に
駁
力
が
瞥
任
せ
ら
れ
た
.
那
,･rlF
相
関
蛇
行
地

絡
群
ii･)推
催
｣)
し
て
.
..J
れ

に描
訓
通
用
力
を
認
め

る

1
万
､
｢
各
省
官
銀
鏡
行
暁
監
理
官
軍
程
｣
(民
二
)'
取
締
紙
幣
催
例

(丘
四
.
艮
九
修
正
)
を
制
定
'
賓
施

し
て
､
地
方
官
琴

南

立
銀
銀
行
鱗
の
敦
券
を
制
匪
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
｡
併
し
乍
ら
'
中
央
改
構
に
茸
力
な
-
'
地
方
軍
閥
は
各
地
に
割
接
し
て
勢
力

を
も
ち
'
民
間
銀
銀
行
競
ま
た
揮
解
的
地
盤
に
た
っ
て
自
己
の
存
立
を
確
保
し
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
ら
の
襲
券
を
制
御
す

る
こ
と
は
お
ろ
か
'
逆
に
濫
教
の
激
増
を
見
る
傾
向
に
さ
へ
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
斯
く
て
'
襲
券
の
統

一
は
全
-
絶
望
碓
さ
れ
た
の

で
あ
つ
た
が
'
更
に
地
方
軍
閥
間
の
闘
争
の
激
化
は
､
そ
の
勢
力
の
滑
長
に
従
っ
て
地
方
省
立
官
鋭
鋒
行
既
の
創
立
･滑
液
を
伴
ひ
'

軍
薬
的
銀
行
券
は
無
償
値
に
な
っ
て

t
片
の
紙
屑
化
す
る
も
の
頗
る
多
く

た
め
に
'
民
間
貴
簡
民
は
極
度
に
難
泣
せ
し
め
ら
れ
'
結

局
奪
取
と
同
じ
結
果
と
な
っ
た
の
で
'
各
地
銀
行
公
舎
は
'
政
府
に
封
し
て
蓉
券
の
整
理
統

一
を
要
望
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
政
府
は

勿
翰
望
む
朗
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
'
遺
憾
乍
ら
'
資
力
な
-
､
こ
1
に
'
今
日
謂
は
れ
る
日
生
的
統
制
が
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

即
ち
'
各
地
の
銀
行
公
舎
が
聯
合
し
て
公
庫
を
設
立
し
'
こ
1
に
準
備
を
統

一
し
て
驚
券
せ
し
め
'
各
銀
行
は
こ
れ
か
ら
紙
幣
を
領

用
し
て
沌
通
せ
し
め
ん
と
す
る
案
で
'
蔑
券
の
統

一
と
準
備
の
確
立
に
よ
る
慣
借
推
持
と
を
同
時
に
筆
硯
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
｡
こ
の
案
の
具
醍
化
せ
る
も
の
が
民
国
八
斉
の

｢
銀
行
公
庫
免
換
算
保
例
｣
で
あ
る
が
t
と
の
保
例
は
茸
施
逼
れ
ず
に
葬
む
ら
れ

,･
豊

･

i
.

･
L
7.
-,L
,-

(本筋参考文献) 妾新陳度締,中開近代幣制問魅惑編,射三番C.束缶同文骨,支
那及満洲の通史 と幣制改革｡張韓&,中歯金融論C.鶴蔭樽,中国金融研究D
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て
し
ま
っ
た
O
併
し
乍
ら
t
と
の
方
策
は
'
昔
時
覆
券
の
流

l
に
封
す
る
過
渡
的
便
法
と
し
て
茸
施
し
得
る
唯

I
の
も
の
で
あ
っ
た

L
t
民
国
九
年

｢
取
締
紙
幣
催
例
｣
の
修
正
に
よ
り
'
中
央
銀
行
券

へ
の
統

t
が
目
棟

と
さ
れ
て
は
居
た
が
.
苦
行
さ
れ
得
る
段
階

'].1)

に
は
依
然
と
し

て
達
し
て
居
な
か
っ
た
か
ら
'
銀
行
公
舎
の
各
国
聯
合
合
議
は
'
前
述
の
案
に
よ
る
賓
鵜
を
要
望
し
た
｡
よ
っ
て
'

財
政
部
幣
制
局
は
'
民
国
十
年
'
再
び
こ
れ
が
制
定
を
決
意
し
'
民
国
十
二
年
十
二
月

｢
公
庫
制
大
綱
｣
を
夜
表
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
｡

(
菖
)

民
国
十
年
､
天
津

･
張
家
口
に
於
で
､
中
国

･
交
通
両
液
行
券
に
封
す
る
究
襖
の
要
求
が
生
じ
L]
の
で
'
こ
れ
を
救
ふ
L
!め
.
北
京
銀
行

公
命
は
臨
時
公
庫
を
組
織
し
'
共
同
責
任
の
下
に
.
中
国

･
交
感
柄
銀
行
券
に
よ
る
相
合
の
受
入
を
な
す
こ
と
と
な
つ
L
!C

即
ち
､
｢
北
京
銀
行
公

命
組
織
臨
時
公
庫
暫
布
耕
法
｣
十
二
樵
を
規
定
し
て
こ
れ
に
苫
Ci
L1
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
JJ
範
覚
換
券
提
唱
の
舶
で
あ
る
と
い
は
れ
る
0

｢
銀
行
公
雄
発

換
米
傑
捌
｣
と

:.
.公
擬
制
大
綱
L
メ
.に
･ヨ
i.ヒ

に
非
て

W

1
日

.
｢
姥
る
カ
･仁

.LJ
l･
に
は

i
TJT1.郎
肘
六
郎

ご

り

雲
ヒ田
を
左
に
示
す
(

1
.

各
地
銀
行
公
骨
は
聯
合
し
て
公
庫
を
組
織
L
t
公
庫
克
換
券
の
菅
行
機
関
と
す
る
O
蘭
用
資
格
の
あ
る
鋭
行
は
､
絶
て
'
催
例
の
規
定
に
従

っ
て
､
こ
の
先
換
券
の
領
用
を
な
す
こ
と
を
終
る
.

2.
こ
の
先
換
券
は
全
国

一
律
に
通
用
し
'
蓉
行
地
名
を
記
致
し
な
い
が
､
若
干
の
地
に
克
換
俳
を
設
け
る
0
其
の
他
の
各
地
に
於
て
は
'
絶
て

危
替
取
組
を
な
し
得
'
手
数
料
を
赦
せ
す
｡
ま
た
割
引

･
打
歩
を
附
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
｡

3
.

費
行
準
備
は
現
金
準
備
七
割
'
保
護
準
備
三
割
と
す
る
｡

屯

準
備
金
は
公
庫
が
経
理
保
管
し
'
政
府
人
を
渡
し
て
監
督
L
t
嘗
該
地
商
倉
皇
た
こ
れ
を
検
査
す
る
｡

5
.
菅
市
街

･
流
通
額

･
準
備
金
額
に
つ
い
で
.
公
庫
は
各
別
に
毎
週

7
回
公
昔
L
t
毎
月

一
回
親
報
告
を
作
成
す
る
0

中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

7
巻

二
三
五

第

1
戟

二
三
五

3) 公味見換券慣例,10陳の大網であるC.

4) 娼輯窮,前視香,88頁｡
5) 公債及び南岸有償ま翌春,



中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

1
巷

二
三
六

第

I
戟

二
三
六

6
.

中
国
･
交
通
雨
行
は
徒
衆
道
-
資
券
を
地
積
し
得
る
が
､
本
庫
券
の
蘭
用
を
,d
iy.
し
得
O
其
の
他
の
銀
行
既

費
の
蕃
券
は
'
期
限
内
に
全
額

回
収
し
'
或
は
自
行
の
蓉
行
橋
を
取
滑

す
も
の
と
す
｡
全
額
回
収
な
ら
や
.
或
は
敢
行
槽
の
取
油
を
な
さ
ゞ
れ
ば
'
そ
の
以
前
に
讃
用
す
る
こ
と
は

許
さ
な
い
｡

7.
本
制
度
茸
碓
稜
は
'
如
何
な
る
銀
行
た
る
を
間
は
す
､
絶
て
菅
不
様
を
許
輿
せ
ず
a

公
頼
剛
の
-E
山谷
斯
く
Iの
如
資
も
S
.で
あ
-
'
J.LZの
由
邦
,#
灘
に
簡
単
に
跳
べ
允
如
く
で
あ
る
が
'
幣
制
席
が
ー
と
の
静
麻
を
採
用

す
る
理
由
に
つ
い
て
述
べ
て
居
る
要
鮎
を
描
げ
て
､
昔
時
の
事
情
を
窺
知
す
る
参
考
と
し
や
う
.
即
ち
'

｢
国
家
の
法
令
充
分
ゆ
き
亙
ら
ず
'
外
交
上
ま
た
賛
カ
な
く

よ
っ
て
金
融
界
の
勢
力
を
蘇
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
市
も
.
図
表
銀
行

の
賀
カ
も
未
だ
確
固
た
ら
す
､
暫
噂

か
1

る
制
度
を
と
-
'
群
発

･
群
カ
に
よ
る
の
効
果
を
先
づ
収
め
'
時
期
を
侯
つ
て
'
集
中

制
を
茸
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
全

損
所
を
数
ケ
廊
設
け
'
そ
の
他
の
地
鮎
で
は
'
薦
替
迭
金
法
を
以
て
流
通
せ
し
む
る
の

で
あ
る
が
､
こ
れ
は
準
備
力
を
増
強
L
t
且

つ

硬
貨
の
使
用
を
抄
か
ら
し
め
'
硯
銀
に
免
換
し
な
い
慣
習
を
葦
ふ
に
あ
る
｡
集
中
制

は
現
在
貴
行
し
能
は
す
'
多
数
制
ま
た
監
督
し
難
く

本
制
度
は
こ
の
折
衷
耕
汝
で
あ
る
｡
こ
の
制
度
は
公
開
主
義
を
と
る
か
ら
領

用
銀
行
の
利
害
は
同
じ
で
あ
る
.
免

換
算
の
信
用
も
準
備
が
確
賛
で
あ
る
か
ら
.
問
題
と
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
｡
我
国
の
聾
算
銀
行

は
'
営
巣
預
金
を
以
て
蟹
券
準
備
と
な
す
も
の
す
ら
あ
-
､
頗
る
危
険
な
る
性
質
を
も
つ
O
公
庫
制
を
と
れ
ば
､
JJ
れ
が
全
く
二
つ

に
別
れ
'
営
巣
と
獲
行
と
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
絶
封
に
な
-
'
営
業
に
失
敗
し
て
も
'
準
備
は
雌
糸
戎
存
し
あ
-
'
従
っ
て
'
免

換
停
止
の
行
は
れ
る
こ
と
は
あ
り
祐
な
い
｣
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
居
る
の
で
あ
る
O
這
般
の
事
情
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ

ら
う
｡

馬寅和,公庫削典集中利之比較,中国近代解剖問蕗城軌 ･%-3馨,116頁｡6)



と
の
公
庫
制
は
､
褒
募
集
中
に
封
す
る
過
渡
的
便
法
と
し
て
'
最
適
の
も
の
ゝ
如
-
に
見
え
た
が
'
他
方
諸
種
の
挟
鮎
を
も
寂
し

速
に
具
鱒
化
す
る
に
至
ら
ず
､
他
の
諸
法
令
の
例
に
洩
れ
ず
'
基
文
に
好
し
'
徒
ら
に
筆
算
制
度
費
展
史
に
名
を
の
み
止
む
る
も
の

yT

と
な
っ
た
｡
こ
の
制
度
の
妖
鮎
に
つ
い
て
､
濁
声
初
は
詳
細
な
検
討
を
な
し
.
そ
の
述
ぶ
る
凧
は
､
絶
て
骨
紫
せ
し
む
る
も
の
が
あ

る
.
今
t
と

1
に
'
そ
れ
を
紹
介
す
る
煩
を
避
け
る
が
'
紬
目
に
つ
い
て
'
検
討
す
る
ま
で
も
な
く

公
庫
制
茸
砲
を
不
可
能
と
せ

る
決
定
的
境
木
事
情
と
し
て
､
攻
の
二
鮎
を
奉
げ
れ
ば
充
分
で
あ
ら
う
｡
即
ち
.

m

地
方
軍
閥
の
勢
力
頗
る
大
で
あ
-
'
彼
等
を
背
景
と
す
る
官
銀
鐘
行
波
の
馨
券
取
締
-
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
｡
而
し
て

公
庫
制
を
賛
施
す
る
も
p
軍
閥
の
喰
物
と
な
る
LP
あ
ら
う
こ
と
｡
要
す
る
に
'
園
豪
中
央
樺
カ
が
地
方
軍
閥
を
支
配
下
に
置
き
得
な

い
そ
の
薄
力
が
'
か
1

る
公
庫
制
を
想
到
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
'
両
も
'
公
庫
制
は
こ
れ
を
克
服
し
得
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
か

↓ノ
知T)
l.'■
ノヽ
)
0

′.ふハ
r
■て
衣
r′化

cLS

幣
制
が
依
然
と
し
て
脱
乱
し
あ
-
.
確
立
し
て
居
な
か

っ
た
こ
と
が
'

公
庫
利
賀
劫
の
困
難
性
を

1
鳳
決
定
的
な
ら
し
め

る
｡
即
ち
､
銅
懲
以
外
に
銀
簡
あ
-
'
銀
髄
に
は
'
鋸
南

･
銀
元
の
南
軍
位
が
あ
る
上
に
'
銀
雨
,ま
た
各
地
に
於
て
相
違
し
.
墾
冗

ま
た
､
各
種
の
品
位
重
畳
の
も
の
が
流
通
し
あ
る
状
態
で
あ
っ
た
｡
基
本
的
幣
制
未
だ
斯
-
の
如
-
で
.
如
何
に
し
て
統

7
あ
る
紙

幣
の
夜
行
が
可
能
で
あ
ら
う
か
｡
紙
幣
の
統

1
ま
た
意
を
要
す
る
と
は
い
ふ
も
の
･̂
'
本
末
顧
倒
し
て
は
､
成
功
を
期
待
し
得
な
い

こ
と
､
自
明
で
あ
ら
う
｡

斯
く
て
'
JJ
の
公
庫
制
は
章
雄
さ
れ
ず
し
て
終
-
､
垂
-
基
文
に
解
し
た
の
で
あ
る
｡
併
し
乍
ら
'
こ
の
制
度
は
中
開
蟹
券
制
定

費
展
史
に
於
だ
注
目
す
べ
き
意
義
を
有
す
る
｡
即
ち
聯
合
準
備
制
度
が
'
こ
の
公
庫
制
に
範
を
と
り
'
後
述
の
四
行
準
備
庫
そ
の
他

中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

7
巻

二
三
七

第

1
既

二
三
七

7) 前端論文｡



中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
-二
つ
い
て

第

1
番

二
三
八

第

一統

二
三
八

の
賓
確
と
奉
っ
て
現
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
-
'
政
府
が
無
力
な
る
が
故
に
自
主
的
統
制
に
依
存
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
い
ふ
事

態
と
共
に
'
歴
史
的
に
は
抹
若
し
得
な
い
も
の
で
あ
ら
う
｡

三

銀
行
が
聯
合
し
て
'
免
換
算
の
倍
肝
を
確
賢
な
ら
し
め
る
た
め
'
璽

芸

濃
券
機
関
を
設
け
>0
に
至
っ
た
準
研
の
も
の
は
,
謂
ふ

･ji
Lb
l凹
群
坤
備
周
>
.謹
･Tl･j

EE
不
叩
｡S
横
目
悶
〃男

=
東
城

"
rel締

"
it
純
の
qFjT銀
行
が
叩聖
U
L
=
TuEi'尉
十
二
年
r1
11
和
装
汝
乙
も
口

で
あ
る
｡
こ
の
四
行
準
備
庫
は
'
前
節
に
述
べ
た
公
庫
全
換
算
制
度
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
と
い
は
れ
る
が
'
民
国
八
年
の

｢
公

庫
免
換
算
候
例
｣
及
び
民
国
十
二
年
の
そ
れ
の
復
活
制
定
と

1
聯
の
関
係
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
｡

蓋
し
､
免

換
算
の
統

一
､
流
通
普
及
に
封
す
る
昔
時
の
封
策
が
､
か
1
る
方
向
に
あ
つ
た
と
考

へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

昔
時
は
'
欧
洲
大
戦
後
の
反
動
襲
来
期
で
あ
久

世
県
経
済
は
恐
慌
に
菅
惜
し
'
銀
慨
の
低
落
及
び
敬
後
の
列
囲
封
支
活
動
の
復

活
は
'
中
国
経
済
に
影
響
す
る
新
大
で
あ
-
'
大
戦
中
の
好
調
に
封
す
る
反
動
は
深
刻
な
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
而
も
,
園
内
に
於
て

は
､
皐
鹿
洪
水
の
災
と
と
も
に
､
大
内
乱
相
次
ぎ
'
民
国
九
年
に
は
安
直
戟
･
民
囲
十

1
#
に
は
竺

攻
奉
直
哉
が
起
-
･
民
国
十

三
年
に
は
江
漸
戟
及
び
相
次
い
で
第
二
次
奉
直
哉
と
軍
閥
間
の
闘
帝
が
最
も
激
化
し
･
こ
の
影
響
を
受
け
て
･
経
済
界
は
誉

不
振

に
隔
ら
し
め
ら
れ
た
時
で
あ
っ
た
｡
即
ち
'
第

l
攻
奉
直
哉
の
生
す
る
や
'
葦
北
に
於
て
金
融
恐
慌
が
生
じ
･
江
断
裁
起
る
や
･
上

海

1
帯
の
金
融
恐
慌
と
な
-
'
鎮
荘
等
の
倒
壊
す
る
も
の
無
数
で
あ
っ
た
亡

か
1

る
情
勢
に
於
て
'
特
に
第

l
攻
奉
直
裁
に
よ
る
金
融
恐
慌
に
封
虚
せ
ん
と
し
て
生
れ
た
の
が
･
四
行
準
備
庫
で
あ
-
･
謂
は

,I.

ゆ
る

｢
北
方
E
l行
｣
と
し
て
'
昔
時
の
金
融
界
に
於
て
重
き
を
な
し
て
居
た
前
記
塵
業

･
金
城

･
中
甫

･
大
陸
の
四
行
が
之
を
設
立

(本筋参考文献) 東丑同文食,支那及満洲の通貨 と幣制改革.⊃金融研一究合,満洲
圃幣制 と金髄｡演EEl嘩太郎,中国最近金融史 ｡カン,荘[.代支那貨幣史｡中国
金融年鑑｡王憲章I中国之倣誓紙行政｡

1) 東立同文骨,前線書,445頁｡

l

t

･
-

･

･
･･～
･

･･J
T
I
▲I
r･･i
l
t一t
一t
一1

t
一



す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
即
ち
'
｢
鷹
巣

･
中
甫

･
金
城

･
大
陸
銀
行
準
備
庫
規
約
｣
及
び
｢
塵
柴

･
中
甫

･
金
城

･
大
陸
銀
行
準

備
庫
襲
行
章
程
｣
を
定
め
'
四
行
と
は
濁
立
し
て
準
備
庫
を
設
け
､
仝
顧
準
備
の
下
に
､免
換
算
の
襲
行
を
な
さ
し
め
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
新
規
の
免
換
券
は
費
行
せ
ず
賛
行
楢
既
得
の
中
甫
銀
行
券
を
利
用
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
O
蓉
行
革
程
第

1
備
に

｢
申
甫
銀
行
は
政
府
が
賦
興
せ
る
聾
行
樺
を
尊
重
し
'
且
つ
社
食
流
通
の
信
用
を
保
持
す
る
目
的
を
以
て
'
特
に
本
行
覆
行

砂
東
に
金
額
準
備
の
章
程
を
規
定
し
.
腰
業

･
金
城

･
大
陸
各
銀
行
と
聯
合
し
'
四
庫
準
備
庫
を
設
立
し
.
虞
理
を
公
開
し
以
て
碓

茸
な
る
こ
と
を
明
か
に
す
｣
と
あ
る
.
斯
く
て
.
四
行
準
備
庫
は
'
勘
定
を
澗
立
と
し
'
賓
用

一
切
は
四
行
が
免
捨
す
る
も
､
四
行

の
う
ち

i
行
に
意
外
の
事
態
が
生
す
る
場
合
が
あ
つ
て
も
p
そ
の
損
失
は
四
行
準
備
庫
と
は
無
関
係
と
し
.
ま
た
､
休
業
す
る
も
の

あ
る
場
合
も
､
準
備
庫
の
存
立
と
は
無
関
係
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
あ
る
｡

-_
I_IJ
-一一

L
r.ill.)1

四
だ
:洲甲
州順
賠噂
は

Ef-rylす
り七
に

結
･熊
か郡
山仁
粥
の
作
.JJLLiiJ
1-J
醐
朝
に
1.タ･･Nl】㍗
JJ
に
ょ
ノ
L.J

.て

.b

.湘
詞
を
TiZ
カ
piil
J瑞
軒
和
魂
AJ153山彬
苅

せ
ん
と
せ
し
も
の
で
､
昔
時
'
天
津

･
顕
家
口
に
於
け
る
中
国

こ
父
通
繭
銀
行
券
の
助
何
題
ぎ
の
波
紋
か
ら
免
が
れ
る
霜
め
の
.
育

力
な
る
民
間
銀
行
の
園
結
聯
合

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

(註
)

四
行
準
備
庫
は
､
そ
の
後
､

健
賛
な
る
歩
調
を
以
て
､
襲
券
を
梗
け
た
の
で
あ
る
が
､
民
国
二
十
四
年
の
幣
制
改
革
の
時
を
以
て

襲
券
を
中
止
し
.
準
備
庫
と
同
年
に
設
け
ら
れ
た
備
蓄
庫
を
専
ら
営
業
す
る
こ
と
1
な
-
'
四
行
備
蓄
合
と
し
て
今
日
現
存
す
る
｡

へり

(鼓
)

申
南
銀
行
券
の
菅
行
高

1
九
二
三
年
末

l
四
'〇
七
1
'
五
四
〇
元

一
九
二
四

二
一､七
四
三
ー
八
五
〇

1
九
二
五

1
四
､五
一
四
､〇
五
七

指
数

1
0
〇

九
一

l
〇
三

中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

1
九
二
六

l
五
t
EIllO
t七
六
二

一
九
二
七

一
七
｣
三
二
〇
､
三
七
九

1
九
二
八

二
九
.六
四
五
､九
〇
五

第
一
番

二
三
九

1
1')

二
二二

二
二

第

1
渋

l二
二
九

2 ) 溝 田 嘩 大郡,前掲書,267頁 ｡

3 ) 4) 束 正岡交合 , 前抜香, 4 4 S 朗 ｡

5) カ ン,前端 書 ,225東｡



中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

一
九
二
九

三
三
二

二
〇
､
三
三
｣ハ

一
九
三
〇

四
九
二

八
四
｣
ハ
五
六

7
九
三

Z

三
五
~
八
7
三
~七
五
二

第

一
審

二
四
〇

.J
九
三
三

二
1六
'
八
七
二
八
三
七

一
九
三
四

四
〇
､
二
五
四
'
三
〇
〇

T
九
三
五

七
二
'
二
八
二
､0
0
0

第

一
流

二
四
〇

二
六
二

二
八
六

五
一
四

1
九
三
二

三
二
ー
三
〇
七
ー八
五
七

二
三
O

i

四
行
準
備
庫
を
模
倣
し
､
紙
幣
の
慣
値
維
持
を
行
は
ん
と
し
て
.
省
政
府
自
ら
が
設
立
せ
し
め
た
も
の
に
'
｢
遼
寧
省
城
凶
行
班

聯
骨
獲
行
準
備
席
｣
が
替
る
O
JEJ
れ
.
伐
開
卜
八
年
.Lm
月
､
葬
式
.忙
於
て
堅

比
･Tu
れ
た
も
の
で
あ
.NP
G

民
図
十
七
年
､
張
作
琴

線
死
後
r.
園
民
政
府
の
北
伐
軍
は
北
京
に
入
-
'
張
尊
氏
ま
た
之
に
屈
服
し
た
｡
昔
時
'
奉
天
に
於
て

強
制
通
用
せ
し
め
ら
れ
て
居
た
奉
天
票

(東
三
省
官
銀
既
蓉
行
)
は
'

濫
費
に
濫
費
を
重
ね
'

た
め
に
暴
落

著
し
-
'
通
貨
と
し
て

の
慣
値
が
失
ほ
れ
て
来
た
の
で

こ
れ
が
回
収
を
な
し
'

併
せ
て
'
南
京
政
府
の
勢
力
が
末
三
省
に
及
ぶ
の
む
極
力
防
止
せ
ん
と

す
る
目
的
の
下
に
'
設
立
さ
れ
た
の
が
'
上
記
準
備
庫
で
あ
る
｡

即
ち
'
｢
遼
寧
省
城
四
行
賠
聯
合
襲
行
準
備
庫
智
行
章
程
｣
を
定

め
る
と
同
時
に

｢
遼
寧
省
城
金
融
管
理
及
現
金
出
境
禁
止
草
野

を
擬
定
し
て
'
紙
幣
の
牽
行
及
び
沈
通
に
封
す
る
瀬
緒
を
厳
に
し

た
の
で
あ
る
｡

JJ
の
四
行
競
聯
合
襲
行
準
備
庫
は
'
末
三
省
官
銀
紙
及
び
中
国
･
交
準

連
業
の
三
銀
行
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
'
｢
牽
行

の
慎
重
及
び
免
換
算
の
信
用
保
井
を
目
的
と
し
て
J.
蟹
券
の
聯
合
準
備
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡

即
ち
､
各
行
旗
は
､
現
金
準
備
七

割
'
保
琵
準
備
二
面

の
割
合
を
以
て
準
備
金
を
柄
付
し
､

こ
れ
に
射
し
'
免
換
算

(謂
ふ
所
の
現
大
洋
票
)
を
領
用
す
る
も
の
で
'
曙

班
文
字
を
記
し
て
各
行
暁
の
領
用
に
よ
る
こ
と
を
明
確
な
ら
し
め
る
｡
而
し
て
'
準
備
庫
が
食
換
を
零
し
た
る
時
は
'
慣
用
行
既
は

直
ち
に
そ
れ
相
昔
の
現
金
を
納
付
す
る
を
要
す
る
.
準
備
庫
が
掲
立
の
磯
朗
で
あ
ゎ
'
四
行
続
の
何
れ
か

T
に
教
て
'
損
失
を
生
す

･p

I
-

l

･
･

6)7) 金戯研究骨,満洲圃幣制と金融,16天以下｡



る
こ
と
が
あ
つ
て
も
'
準
備
庫
と
は
関
係
な
き
も
の
と
さ
れ
て
屠
る
こ
と
は
'
四
行
準
備
庫
の
場
合
と
同
鹿
で
あ
る
｡
倫
ほ
'
準
備

庫
費
行
の

免
換
算
は
嘗
分
の
聞
'
速
柴
銀
行
券
を
使
用
し
'
弁
面
に
聯
合
蓉
行
準
備
庫
の
文
字
を
榛
印
し
て
.
直
別
す
る
こ
と
に
し

.た
｡聯

食
後
行
準
備
庫
真

空
且
せ
し
め
る
と
共
に
'
他
方
'
上
記
瀬
締
り
に
関
す
る
葦
程
を
制
定
し
て
'
準
備
庫
饗
行
以
外
の
盟
祥
雲

の
流
通
を
許
さ
す
'
硬
行
権
既
得
の
銀
行
に
し
て
聾
行
を
な
さ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
'
準
備
庫
に
加
入
し
て
領
用
し
､
草
猫
に

聾
行

す

る
こ
と
は
許
さ
な
い
.

準
備
庫
夜
行
の
免

換
算
は
'

準
備
庫
加
入
の
各
銀
行
旗
に
よ
-

無
制
限
に
為
替
取
組
に
鷹
せ
し
め
る

l

方
'
規
金
の
遥
搬
出
境
吏
厭
禁
す
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

∫

こ
の
硯
大
洋
票
は
'

一
般
の
歓
迎
す
る
所
と
な
-
'
曹
奉
天
票
を
漸
次
題
逐
し
た
け
れ
共
'
準
備
確
よ
り
の
領
閂
は
'
東
二
蛮

骨

ハ謎
)

銀
紙
の
み

て

佃
竺

二
桁
は
各
々
埠
絹
に
韓
行
な
粗
相
で
倍
た
｡

(
註
)

｢
聯
合
菅
行
準
備
庫
の
費
有
坂
は
'
同
庫
第
七
回
検
査
報
告
に
よ
れ
ば
'
民
国
十
八
年
末
に
於

で
八
百
三
十
革
R
と
稀
せ
ら
れ
'
こ
れ

等
は
親

て
甘
銀
親
の
費
行
に
係
る
も
の
ゝ
如
-
'
他
の
三
銀
行
は
等
茸
上
白
行
自
ら
の
所
謂
天
津
票
を
流

通
せ
し
め
､
準
備
庫
を
経
て
は
単
行
し
て

属
L･t
い
と
見
ら
れ
て
屠
る
.
而
し
て
､其
の
現
在
流
通
高
は
明
確
で
な
い
が
~属
国
十
九
年
初
頭
の
状
況
と
し
て
巷
間
に
債
へ
ら
れ
て
屠
る
所
で
は
t

.
遇
巣
銀
行
は
一
千
二
百
蔑
元
を
下
ら
ざ
る
べ
L
と
見
ら
れ
'
交
通
銀
行
二
官
軍
R
'
中
開
銀
行
四
十
些
R
と
唱
へ
ら
れ
て
居
る
O｣

従
っ
て
'
聯
合
準
備
庫
に
よ
る
免

換
券
の
蓉
行
は
'
免

換
算
の
統

1
に
封
し
て
は
'
効
果
が
無
か
つ
た
け
れ
ど
も
'
準
備
を
厳
格

に
す
る
と
と
に
よ
っ
て
濫
費
を
防
止

し
'
免
換
算
の
債
値
を
維
持
せ
ん
と
す
る
目
的
に
は
'
ほ
ゞ
そ
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
｡
併

し
'
こ
れ
も
省
政
府
と
の
関
係
如
何
に
依
存
す
る
こ
と
は
'
改
め
て
述
べ
る
迄
も
な
い
｡

清洲圃幣制 と金融,16月｡8)

中
開
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

7
巷

二
四

7

第

1
就

二
四

1



中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

一
啓

二
E
[
二

第

1
就

二
四
二

民
圃
二
十

1
年
'
備
洲
園
の
意
図
と
共
に
､
幣
制
は
確
立
さ
れ
'
東
三
省
官
銀
競

･
書
林
永
衡
官
銀
鎮
既

･
黒
龍

江
省
官
銀
読
及

び
連
米
銀
行
が
'
清
洲
中
央
銀
行
に
吸
収
合
併
さ
れ
る
に
及
ん
で
'
こ
の
四
行
競
聯
合
蟹
行
準
備
庫
も
消
滅
し
'
規
大
洋
票
も
浦
洲

園
圃
鮪
に

一
国
封

11
園
の
交
換
率
を
以
て
'
允

換
基
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

歯

栗
野

.LIL
eT
Li
･十

一
ilI
.

割
樹
的
新
幣
制
が
施
行
せ
ら
れ
.

中
舟

岬
咋
樋

山
LSf,準

二
銀
行
の
先
軸
非
む

以
ET･義

解
と
先
む
る

i

方
'
法
幣
に
封
す
る
準
備
金
の
保
管
及
び
津
幣
の
.孝
行
牧
換
を
虚
理
す
る
薦
め
に

｢
敢
行
準
備
管
理
委
貞
合
｣
が
設
け
ら
れ
た
｡
こ

の
新
幣
制
は
'
名
葺
と
も
に
､
銀
行
券
敢
行
を
統

1
す
る
所
の
中
央
準
備
銀
行

(悟
備
銀
行
)
設
立
ま
で
の
過
渡
的
暫
定
的
便
法
と
し

て
'
中

･
中

二
至

福

の
銀
行
券
を
以
て
法
幣
と
し
た
も
の
で
'
準
備
の
統

l
を
期
す
る
馬
に
'
牽
行
準
備
管
理
委
月
食
が
設
け
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
O
併
し
乍
ら
'
翻
っ
て
考
ふ
る
忙
t
か
1
る
仕
組
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
'
三
銀
行
各
々
の
勢
力
範
囲
を
生
か
さ
ぬ

ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
に
基
き
'

且
つ

'
政
府
自
ら
が
早
場
を
以
て
こ
れ
に
苦
る
と
と
は
'
過
去
の
事
跡
に
よ
-
不
可
能
で
あ
っ
た

た
め
に
'
教
行
準
備
管
理
委
月
食
が
官
民
合
同
組
織
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
も
の
で
'
聾
券
の
集
中
を
達
成
す
る
過
程
に
放
て
'
億
癖

と
し
て
聯
合
準
備
を
必
要
と
し
た
JJ
と
を
物
語
る
.
い
ふ
ま
で
も
な
く

過
去
に
放
け
る
聯
合
準
備
制
度
と
は
具
わ
'
襲
展
的
な
賞

賛
を
偏

へ
て
居
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
な
い
｡

本
管
埋
要
点
骨
は
'
聾
行
を
統

一
L
t
法
幣
の
信
用
を
茸
固
な
ら
し
め
る
こ
と
を
HIE的
と
し
て
'
上
海
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
'

分
骨
を
天
津

･
漠
ロ
･
慶
東

･
済
南
及
び
青
島
に
置
き
'
法
幣
準
備
金
を
保
管
し
'
法
幣
の
硬
行
牧
換
の
蕃
蹄
を
桝
理
す
る
こ
と
を

任
務
と
す
る
.
而
し
て
'
木
骨
は
､
財
政
部
よ
り
派
遣
さ
る
も
の
五
名
'
中
央

･
中
国

･
交
通
三
銀
行
代
表
各
二
名
'
銀
行
業
同
柴

(本筋参考文献) 境港滞,中国金藤研究｡朋政評論d:,顎郎 割け政金榔 去規究梶｡
許性初,我国_FAk時金融集種別之検討,財政評論,第J借 ,第 1期 ｡飯島肺司,
支那簡制 の月庁先｡宮下忠雄,国民政府系金融機脚論･.支 那研究 , 56離.同氏,
支那貨博制度論｡



公
舎
代
表
二
名
'
鐘
糞
同
業
公
骨
代
表
二
名
.
商
合
代
表
二
名
'
及
び
各
署
行
銀
行
代
表
に
し
て
財
政
部
長
指
命
の
も
の
五
名
よ
り

組
撒
せ
ら
れ
る
｡
法
幣
準
備
金
は
､
管
理
要
点
合
の
指
定
に
よ
,2
/

中

･
中

二
竺

1行
の
庫
房
を
以
て
準
備
庫
と
な
し
'
各
地
に
分

っ
て
保
管
す
る
｡
且
つ
'
毎
月

1
回
準
備
庫
を
検
査
し
'
襲
行
額

･
準
備
種
類
及
び
金
額
を
分
別
し
て
公
昔
し
.
財
政
部
に
報
告
す

る
を
要
す
る
｡

蛮
行
準
備
管
理
委
点
食
は
~
大
牌
上
述
の
如
き
も
の
で
あ
り
.
銀
の
国
有
に
伴
っ
て
､
保
管
し
て
夜
行
準
備
と
な
す
も
の
で
あ
る

が
､
嶺
券
は
各
々
中
･中
二
竺
二
行
が
各
別
に
こ
れ
を
行
仏
.
本
妻
点
食
が
聾
券
し
て
各
行
が
領
用
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
た
ゞ
畿
行

準
備
を
保
管

･
公
開
す
る
こ
･U
に
よ
っ
て
'
淡
常
の
濫
琴

乞
制
限
し
.
信
用
堆
積
を
忽
さ
,ん
と
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
O
蓋
し
､

漆
幣

は
､
管
理
通
貨
で
あ
り
.
完
垂
に
不
襖
舵
幣
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
免
換
準
備
と
し
て
は
重
く
必
要
が
な
く
､
結
局
､
こ
れ
等

‖卜_日日に
lJq･.--A
t引
-
T
rJL)qr･
LLLLl1.はり～it
J､p-
･ヽ
J

肘叫りLLt,ii
LF
T･-
転･i

で

な
い
が
.
民

国

二

十

五
年

よ
-
..同

じ

-

法

幣

と

さ
れ
た

中
歯

農

民
銀
布
の
紙
幣
敢

行

に
劃

し
..
財
政
部
長
ttW

l万
し
た

辞
港
が

と
の
軒
を
明
か
に
し
て
居
る
｡
.EuEB
ち
'

L

中
国
農
民
銀
行
の
蓉
行
す
る
灰
の
紙
幣
は
す
で
に
法
幣
と
同
校
に
行
使
す
る
こ
と
を
規
定
せ

らる
.
其
の
蓉
行
準
備
金
は
規
定
に
し
た
が
ひ

全
額

を
蓉
行
準
備
管
理
委
長
骨
の
管
理
に
移
す
べ
/

1
切
の
瞥
行
額
及
び
準
備
金
の
敷
板
は
何
れ

も該
骨
が
検
査
規
則
に
し
た
が
ひ
.
毎
月
検
査

し
､
公
告
す
る
も
の
と
す
｡

乙

中
国
農
民
銀
行
の
費
行
す
る
紙
幣
は
'
自
行
蓉
行
の
も
の
た
る
と
他
行
の
領
用
せ
る
も
の
た
る
と
を
間
は
ず
'
何
れ
も
蓉
行
準
備
管
理
委
見

合
の
規
定
せ
る
桝
滝
に
し
た
が
っ
て
桝
理
す
る
も
の
と
す
0

3
.

中
国
農
民
銀
行
の
蓉
行
せ
る
紙
幣
の
外
国
食
管
準
備
は
'
中
央
銀
行
と
耕
浩
を
蘭
訂
し
て
群
理
す
る
も
の
と
す
.

中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

1
馨

二
四
三

第

一既

二
四
三

替rT準備管嘩委長骨検査規則｡



中圃に於ける聯合準備制度について第一審二四四第一統二四四

,I.

4.中国農民銀行の紙幣挙行区域は農業の重要地方及び返遠の省匿に重N･をお-べし｡(以下略)

斯-の如く夜行準備管理要点倉は'各聾券銀行の賛辞額を検査するとともに'敦行準備金を保管するもので､との鮎'桑に述べた朗の公庫制'或は聯合準備庫とは具り'国家樺力の強大化を反映せるものであるOと同時に民間の協力E<LJ依然として必要土-Qことを型不し'聯合夜行準備の名残-む止むるものとして.銀行券の統l柴

中過襟に於ける中脳的哨惰社務,Lbつし云ふLlL六日1FJjC
1.レー■i1...((..tL仁叫パノ.′.

上述した如く新幣制音鵜初期に放ては'敬券は四行各々褐白の立場からtJJれを行って居たのであるが'目安事饗勃聾と共に､四行聯合雑事虞(四聯組庭)を組放し'相互の聯緒を園滑ならしめたのであった｡併しtとの
四聯維虞は'｢四行間之溝通機構｣であったのに過ぎなかったのであるが'事変が永び-と共に'国民政府は'

戦時金融封朱を翼固ならしめる必要上'新たに四磯雄虞を､民囲二十八年九月に組織せしめた｡｢戦時健全中央

nリ

金融機構耕法｣の制定がこれであ-.その後｢中央中堅父通農民四銀行掛合耕事塵紙虞組織章程｣が公布された

のである｡

新四聯根底は'中･中二等鼻四銀行の合組にか-る聯合耕事練磨で'理事骨は'中央銀折紙琴副総裁'中･交柄行量事長･線紋琴中囲農民儲行理事長･総経理及び財政部'経済部の代表によって組織される.新四聯紘虚が如何なるものであるかについては'許性初によれば､｢起四行性｣のものであるといはれる｡即ち'菅四聯絶塵は喝立法人の賓格を具有しなかつたのに封し'｢新四聯総虞は然らず'四行の業務を指輝Lt監督し､管理し'香'代行をさへする上級粗放であり'斯-て起四行性を具有するととは明白であり.｣聯合絶虞理事骨の構

2)宮下忠雄,
支那貨幣制度論,
282頁｡3)許性研,
酌梅論文
,2
頁
0

5)戦時財政金戯凍現兼題
,
10頁｡
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虚
'
理
事
や
三
鷹
の
職
嘩

業
玲
等
よ
り
見
れ
ば
'
四
行
の

｢
維
管
理
虞
｣
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡

新
四
聯
絶
魔
の
職
権
は
'
組
織
軍
程
第
二
保
に
四
行
券
料
の
調
剤
事
項
以
下
十
三
項
目
が
奉
げ
ら
れ
'
凡
そ
金
融
に
関
す
る
絶
て

の
項
目
を
網
羅
し
て
居
る
｡
而
し
て
'
こ
れ
の
執
行
に
昔
つ
て
は
'
故
事
金
融
安
貞
骨
'
哉
時
経
済
委
月
食
の
二
に
分
ち
て
分
掌
TU

れ
る
.
菅
井
柴
務
に
関
し
て
は
'
前
者
が
JJ
れ
に
営
り
'
委
月
食
の
中
に
襲
行
虞
を
設
け
て
'
四
行
聯
合
護
行
準
備
を
審
接
し
'
聾

行
額
(赤
料
)
を
調
整
し
F
且
つ
小
額
券
の
分
配
を
規
正
す
る
等
の
任
に
従
ふ
の
で
あ
る
｡

.,I

(話
)

法
幣
準
備
金
に
つ
い
て
は
'
｢
輩
闇
金
融
耕
法
綱
要
｣
(民
二
八
･九
)
に
左
の
如
u
J規
定
が
設
け
ら
れ
た
｡

(甲
)

接
幣
準
備
金
及
び
槍
蜜
公
告
桝
括

1
'
漬
慣
準
備
金
に
は
'
従
来
よ
-
の
金

･
娘
及
び
外
囲
猫
背

の外
.
左
記
の
-
の
を
之
に
加
へ
て
売
場
す
る
台
村
O

叫

婚
期
摘
指
事
形
､
叫

舟
巌
流
藤
､

何

故
月
謝
誹

仇.抱
讃

圃
民
政
肺
密
行
の
公
債
を
準
備
金
と
す
る
時
は
'
準
備
金
金
額
の
十
分
の
四
を
脇
過
す
る
を
待
ず
｡

ニ
'
密
行
準
備
管
理
費
長
骨
は
､
各
重
巽
省
田
の
商
骨

･
銀
成
美
公
骨
代
表
を
指
摘
し
て
参
加
せ
し
め
'
検
査
を
公
開
し
'
菅
行
額
及
び
準

備
金
の
賀
状
を
公
告
す
べ
し
｡

小
額
歩
の
分
配
に
つ
い
て
は
'
｢
改
善
地
力
金
敵
機
構
難
治
綱
要
｣
(艮
二
七
･四
)
に
於
で
'
第
三
催
以
下
に
規
定
さ
れ
て
居
る
｡

こ
ゝ
に
は
第
三

億
の
み
を
揚
げ
て
最
-
O

三
､
財
政
部
は
各
地
方
金
融
機
髄
が
第
四
億
に
規
定
す
る
準
備
に
し
た
が
ひ
.
申

･
中

･
交

･
農
四
行
の
7
元
券
及
び
輔
解
券
を
領
用
す
る

こ
と
を
特
准
す
｡
そ
の
蘭
月
額
は
財
政
部
が
検
定
す
｡

蓉
行
準
備

の
検
査
に
紺
す
る
限
り
'
新
四
聯
組
虞
と
聾
行
準
備
管
理
委
員
合
と
は
'
そ
の
樺
隈
が
洗
骨
す
る
や
う
に
息
は
れ
る
の

中
国
に
於
け
る
瑚
令
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

一審

二
四
五

第

一
波

二
四
五

許性勅,駒鴻論文,3頁｡

桝 財舶 舶 規軸 ･韻 :語詣 望:前視論文･13頂 ｡同上, 128頁｡
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中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

7
巷

二
四
六

第

l
競

二
四
六

で
あ
る
が
F
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
評
か
忙
し
得
な
い
｡

と
も
か
-
.
新
四
聯
維
虞
は
'
故
障
金
融
経
済
政
策
に
適
磨
す
る
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
許
性
初
は
ア
メ
リ

カ
の
聯
邦
準
備
局
と
此
較
し
て
､
之
を
詑
明
し
.
聯
邦
準
備
局
に
向
ふ
こ
と
を
理
想
と
し
て
居
る
o

即
ち
'
｢
銀
行
の
銀
行
｣
と
し

て
'
金
融
中
椙
機
構
と
な
る
こ
と
が
'
期
待
さ
れ
て
盾
-
'
間
も
､
そ
の
剛
度
は
'
ア
メ
リ
カ
の
制
度
が
最
も
中
閲
に
適
合
す
る
も

-
-
∫
-.-
-

-
･T
l叫
L}･i
:
A-LLU.il･･
･
_.
A
-
)
虫
H
けP
E一4]BHコT'
ノヽ
【H比
汁川
〓
蛸
rヒヒ
,L1
モ

L
'
未
だ
及
ぼ
ざ
る
こ
と
造
か
に
速
い
の
で
あ
る
が
'
法
律
上
既
に
立
法
院
を
適
過
せ
る

｢
中
央
借
備
銀
行
｣
の
一
日
も
早
-
成
立

す
る
こ
と
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
'
新
四
聯
組
虞
の
誕
生
は
意
義
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
居
る
｡

斯
-
敬
す
る
時
'
中
国
に
於
け
る
中
央
銀
行
は
'
聯
合
準
備
制
の
も
の
と
し
て
成
立
す
べ
き
と
と
が
､
庭
史
的
に
約
束
づ
け
ら
れ

て
居
る
も
の
と
い
ふ
べ
-
､
金
融

･
経
済
の
匪
史
的
地
紫
が
こ
れ
を
必
然
な
ら
し
め
る
'
た
ゞ
問
題
は
'
こ
れ
と
国
家
権
力
と
の
絹

係
で
あ
り
'
国
家
の
支
配
力
が
多
い
か
自
主
的
の
も
の
と
を

O
か
は
､
国
家
の
賓
力
の
油
長
に
依
存
し
て
居
る
の
で
あ
る
｡

倫
ほ
､
公
債
栴
化
を
援
-
る
た
め
に
､
上
海
に
国
債
管
理
要
点
合
が
組
織
さ
れ
'
備
蓄
預
金
保
誇
準
備
保
管
の
た
め
に
'
同
じ
く

上
海
に
備
蓄
存
款
保
詮
準
備
保
管
委
月
食
が
組
織
さ
れ
､
官
民
合
同
し
て
'
各
々

そ
の
日
的
達
成
に
努
め
て
居
-
'
こ
れ
ら
の
意
義

に
つ
い
て
は
'
援
行
準
備
保
管
費
貞
食
と
異
る
所
が
な
い
の
で
あ
る
が
'
本
稿
に
於
て
は
'
偶
れ
な
い
こ
と
1
L
t
改
め
て
詳
述
す

る
椴
骨
を
も
ち
た
い
と
息
ふ
C

五

中
央
銀
行
の
不
備
'
戟
率
に
よ
る
金
融
界
の
混
乱
は
､中
闇
金
融
発
着
を
し
て
'自
主
的
に
防
衛
す
る
こ
と
を
飴
儀
な
か
ら
し
め
'

9) 肝性勅,前端論文,
10) 飯島幡司,前鴇書,302某｡
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聯
合
準
備
厘
を
各
地
に
結
成
せ
し
め
た
.
民
国
二
十

l
年
二
月
'
上
海
新
式
銀
行
間
に
於
て
設
立
さ
れ
た
上
海
銀
行
共
同
柴
公
骨
聯

合

準
備
委
月
食
軍
神
め
と
し
て
'
こ
れ
と
前
後
し
て
設
立
さ
れ
た
天
津
市
銀
錦
業
同
業
公
倉
骨
組
公
庫

･
杭
州
銀
行
業
公
庫

･
上
海

鐘
業
公
骨
聯
合
準
備
庫
等
が
こ
れ
で
あ
る
｡

か
1
る
聯
合
組
織
は
'
直
接
の
原
因
と
し
て
は
'
我
等
に
よ
る
金
融
界
の
混
乱
を
｡
,王
的
に
切
り
抜
け
ん
と
す
る
に
あ
つ
た
が
'

模
本
的
に
は
.
金
融
榊
僻
の
不
整
備
､
特
に
銀
行
の
銀
行
た
る
中
央
銀
行
に
金
融
統
制
力
な
く
'
且
つ
国
家
が
こ
れ
を
救
ふ
賓
力
を

有
し
て
居
な
い
た
め
に
'
自
主
的
に
対
策
を
講
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
鮎
に
求
め
ら
れ
る
｡

中
園
に
於
け
る
中
央
銀
行
は
､

清
末
に
於
て
設
立
さ
れ
た
戸
部
銀
行

(度
支
部
銀
行
･
大
摘
銀
行
)
を
渡
脇
と
す
る
が
F
こ
れ
は
草

に
利
家
的
移
入
に
止
ま
-
､

金
融
恕

統
制
す
る

地
位
に
は
つ
き
得
な
か
つ
な
O

そ
の
後
.
撫
ば
′＼
も
な
く
し
て
F

宰
茨
革
命
と
な

1=
/

拭
困
政
的
雌
JU.す
る
に
F%(.ん
li
jF
大
満
銀
行
1.J常
托
し
た
る
中
囲
親
和
iL,t中
央
胡
桁
と
し
光
が
二

父
油
鈍
行
と
の
抗
争
に
松
止

し
'
且
つ
'
中
央
政
府
の
権
力
崩
-
円
乱
そ
の
極
に
達
し
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
'
銀
行
券
の
統

1
は
も
と
よ
-
'
金
融
統
制

は
重

く
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
｡
民
団
十
七
年
'
南
京
政
府
の
北
綻
完
了
と
共
に

｢
中
央
銀
行
｣
が
設
立
さ
れ
､
近
年
に
至
っ
て
漸
-
早

央
銀
行
的
機
能
を
娘
す
も
の
と
な
-
'
外
囲
葛
春
に
封
す
る
菅
槽
を
外
国
銀
行
よ
-
奪
払
'
申
開

･
交
通
銀
行
と
共
に
上
海
手
形
交

換
所
に
加
入
し
て
漸
次
金
融
鼻
に
稚
歩
を
固
め
'
帝
記
簡
制
改
革
に
よ
っ
て
'
港
幣
の
統

1
も
漸
く
形
を
な
し
た
と
は
い
ふ
も
の
1

金
融
界
を
リ
ー
ド
L
t
金
融
の
逼
迫

･
腐
憶
に
封
廃
し
て
統
制
を
加
へ
る
地
位
に
は
'
未
だ
達
し
て
居
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

両
も
'
第

l
攻
上
海
事
蟹
は
'
金
融
界
を
浪
乱
に
陥
ら
し
め
'
金
融
は
梗
塞
し
'
銀
鋒
兼
の
門
を
閉
す
も
の
が
無
数
に
上
っ
た
｡

政
府
ま
た
こ
れ
を
赦
ふ
力
な
-
､
と
1

に
彼
等
は
自
ら
園
緒
し
て
急
を
敦
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

1
番

二
四
七

第

一波

二
四
七

(本節参考文献) 嶺蔭軌 中国金馳靴 .Y:(.叫央鋭税 金戯法規菜軌 小島邑太郎
博士,支那 こ於ける特疎通農の即,托く･.隷下忠盛払 止港銀損耗聯合準備の研究'
_主部研究,第55放｡



中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

l
塔

二
四
八

第

1
批

二
四
八

と
1
に
'
上
海
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て
'
簡
単
に
準
へ
'
そ
の
組
織
及
び
機
能
に

つ
い
て
輪
剤
を
不
し

た
い
JJ
息
ふ

の
で
あ
る
が
'
詳
し
-
は
'
欧
に
多
-
の
論
述
が
あ
る
か
ら
､
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
.

農
に
述
べ
た
如
-
.
第

1
次
上
海
事
轡
に
際
し
.
民
国
二
十

l
年
二
月
に
上
海
銀
行
業
同
巣
公
舎
聯
ム
ロ
準
備
安
貞
骨
が
組
拙
さ
れ

た
O
元
束
､
上
海
に
於
け
る
新
式
銀

行
間
に

は
､
上
海
市
銀
行
楽
同
業
公
骨
が
あ
っ
て
'
相
互
の
利
益
の
増
進
に
嘗
つ

て
属
-
'
公

共
畔

備
敢
附
舶
歓
内
部
に
も
つ
'-･F

不
仲
の
準
備
批

弊

レ
irL
債
た
の
で
あ
る
が
F
,･｣
れ
が

山
付
合
地
蔵

洞
に
組
織
さ
れ
た
の
で
怒

る
G

即
ち

..
銀
行
業
同
巣
公
骨
が
基
本
と
な
っ
て
組
織
せ
る
も
の
で
あ
る
が
､
併
し
'
委
員
銀
行
は
同
柴
公
愈
食
貞
銀
行
で
あ
る
と

香
と
を
間
は
す
'
上
海
に
於
け
る
銀
行
は
総
て
加
入
し
得
る
こ
と
1
な
っ
て
居
る
｡
た
ゞ
首
分
の
間
は
'
上
海
銀
行
業
同
業
公
骨
聯

合
準
備
要
点
骨
公
約
に
賛
成
署
名
し
た
銀
行
に
限
ら
れ
る
o

聯
合
準
備
委
月
食
は
'

各
蜜
月
銀
行
に
財
産
を
提
供
せ
し
め
て
聯
合
準
備
と
な
し
'

こ
れ
に
基
い
て
公
準
及
び
公
庫
静
を
聾
給

し
'
夏
に
折
故
を
な
す
と
と
に
よ
っ
て
'
こ
の
道
用
を
元
金
な
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
｣
即
ち
'
公
単
は
そ
れ
自
鰹
が
流
通
し
得

る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
､
所
持
人
に
封
し
割
引
し
て
硯
金
に
換
ふ
る
を
得
せ
し
め
.
更
に
委
貞
銀
行
が
現
金
を
歓
す
る
時

に
は
t
JJ
れ
を
蜂
保
と
し
て
折
放
(
コ
ー
ル
占

I
ン
)
を
輿
へ
る
o
ま
た
､
公
庫
詮
は
硬
券
ま
た
は
領
用
の
保
詮
準
備
金
に
用
ひ
し
め

る
の
で
あ
る
.
こ
の
こ
と
は
.
金
融
梗
塞
に
封
虞
す
る
支
沸
手
段
を
掩
供
す
る
も
の
で
あ
-
'
且
つ
'
聯
合
準
備
を
な
し
て
そ
の
信

用
主
局
め
'
流
通
を
確
保
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

聯
合
準
備
委
月
食
は
'
更
に
'
民
国
二
十
二
年
賀
擦
交
換
所
を
'
民
団
二
十
五
年
菓
櫨
東
食
所
を
附
課
し
た
｡
前
者
は
'
即
ち
'

手
形
交
換
所
で
あ
-
､
後
者
は
手
形
引
受
所
で
あ
る
｡
手
形
交
換
に
於
て
は
.
中
央
銀
行
の
力
を
薄
ら
す
に
､
自
主
的
に
こ
れ
を
行

1) 前輪参考書E,

監

督
腰普

選

瞥
恩
尊

賢

-



ふ
と
共
に
'
手
形
引
受
に
於
て
は
'
承
党
所
所
貞
銀
行
振
出
の
手
形
を
引
受
け
.
割
引
を
斡
旋
し
て
'
銀
行
手
形
の
流
通
を
は
か
り

以
て
金
軸
を
園
滑
を
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

最
近
に
於
て
は
'
日
支
事
鍵
勃
葡
と
共
に
'
弟

-
攻
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
令
(些

〓
ハ
)
が
施
行
せ
ら
れ
る
や
'
同
業
匪
劃
制
度
に
よ
っ

て
こ
れ
に
封
廃
し
.
更
に
撃

哀

モ
ラ
ト
リ
ア
ム
令
(些

1人
)
が
上
海
に
し
か
れ
る
や
.
同
業
匪
劃
制
度
を
同
業
歴
劃
領
用
制
度
に

硬
展
せ
し
め
て
'
政
府
の
方
針
に
逓
払
つ
1
､
自
ら
の
皆
柴
に
支
障
な
か
ら
し
め
て
居
る
と
と
は
周
知
の
如
-
で
あ
る
｡
両
も
､
同

{]

業
歴
劃
領
用
制
度
は
'
歴
劃
詮
を
哲
給
す
る
規
定
を
含
み
'
規
菅
に
は
国
民
政
府
に
よ
っ
て
そ
の
奇
行
を
阻
止
さ
れ
て
居
る
と
い
は

れ
る
が
'
こ
れ
は
.
法
幣
没
落
後
に
於
け
る
支
桃
手
段
を
用
意
せ
る
も
の
と
見
ら
れ
得
る
O

斯
-
て
'
政
府
が
重
贋
に
逃
擬
し
て
伐
も
'
窮
鷹
政
肘
の
意
向
に
riJ払
つ
1
も
.
他
力
1.
日
､TPE的
防
稚
策
を
も
準
備
し
あ
･=
1T
且

つ
..
そ
の
任
絢
l付.エ
′
＼旅
し
~
塘
醐
兆
の
堤
Llli
に
!･Fi
糾
し
っ
･
･
あ
る
の
lL
lあ
i13
D
関
し
て
P
か
･-
る
制
巌
の
迎
用
は
.

=
禎
等
に
帝
も

適
す
る
も
の
-･
如
く

歴
史
性
の
戯
ら
し
む
る

必
然
的
の
も
の
で
あ
り
'
か
1
る
制
度
を
現
在
何
ほ
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
あ

る
の
で
あ
る
｡

命
ほ
'
上
海
鍔
共
聯
合
準
備
庫
は
'
居
堅

T
H

年
十
月
に
成
立
'
同
二
十
四
年

1
月
に
永
久
組
織
と
な
っ
た
｡
元
帝
'
昇

一
攻

上
海
事
壁
に
よ
る
金
融
界
の
.g
乱
に
封
虞
す
る
た
め
'
民
堅

1+

1
年
二
万

に
鎮
業
同
業
公
骨
内
に
鎮
業
財
産
特
別
保
管
委
月
食
が

組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
本
準
備
庫
は
こ
れ
の
蓉
展
せ
る
も
の
で
あ
る
｡

本
準
備
庫
は
､
錦
兼
同
業
公
骨
の
合
点
を
以
て
基
本
骨
点
と
L
t
特
に
元
手
姪
に
し
て
加
入
を
希
望
す
る
も
の
は
'
こ
れ
を
加
へ

縛
る
と
と
～
な
っ
て
居
る
｡
而
し
て
'
準
備
庫
は
'
各
正
の
梯
込
め
る
現
金
及
び
準
備
財
産
を
保
管
し
'
同
業
鍔
荘
に
貸
付
割
引
を

中
国
に
於
け
る
聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

7番

二
四
九

第

1就

二
四
九

督行匪劉謹簡RJl,小島博士,前視執 25∠項｡2)
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中
国
に
於
け
る
聯
令
準
備
制
度
に
つ
い
て

第

1
巻

二
五
〇

第

t
鍍

二
五
〇

な
し
'
或
は
中
央
銀
行
よ
-
食
換
券
を
領
用
し
て
鏡
井
に
供
給
す
る
｡
而
し
て
'
各
合
点
託
は
'
常
座
勘
定
を
準
備
庫
円
に
開
き
､

封
銀
行
手
形
の
受
梯
及
び
同
業
間
の
手
形
交
換
尻
を
こ
れ
に
栃
啓
へ
決
済
す
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
'
準
備
庫
は
'
銀
行
柴
聯
合
準
備

委
点
食
及
び
外
囲
席
巻
銀
行
組
合
に
加
入
し
て
.
骨
旦
狂
の
封
銀
行
手
形
の
受
排
を
な
す
と
共
に
.
鋒
肝
襲
掠
交
換
所
の
中
心
を
形

成
し
て
屠
る
の
で
あ
る
｡
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Ll㌧

が
'

銀
行

･
鋒
誰
の
中
枢

機
関
的
役
割
を
果
し
て

居
る
こ
と
を

知

る
｡
市

も

f
互

助
的
精
神

に
基
き
T
省
力

が
財
産
を
共
同
櫓
保
し

て
自
治
的
に
行
っ
て
居
る
の
で
あ
る
｡
か
1
.5｡
制
度
が
'
今
日
'
桶
嘗
効
果
的
に
逆
用
yU
れ
'
成
績
を
拳
げ

て
居
る
こ
と
は
'
中
国

経
済
の
歴
史
的
性
格
か
ら
規
定
さ
れ
る
必
然
の
結
果
と
し
て
も
'
又
､
金
融
機
構
の
最
も
自
然
的
な
変
展
過
程
と
し
て
も
'
注
目
す

べ
き
慣
倍
が
充
分
に
あ
る
で
あ
ら
う
｡
と
れ
ら
が
'
革
に
戦
争
期
に
於
け
畠

1
時
的
の
所
産
と
し
て
'
看
過
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い

所
以
も
t
と
1
忙
あ
る
と
息
ふ
｡

大

以
上
'
中
国
に
於
け

る聯
合
準
備
制
度
に
つ
い
て
'
そ
の
沿
革
'
内
容
及
び
成
立
の
紅
骨
的
根
城
に
つ
い
て
概
託
し
た
.

要
す
る
に
'
か
1
る
制
度
が
'
白
･Hl的
忙
'
或
は
国
家
の
施
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
'
金
融
の
中
枢
機
関
と
し
て
中
央
銀

行
の
不
整
備
に
蹄
せ
し
め
ら
れ
得
る
｡
資
本
主
義
の
高
度
化
に
伴
ひ
'
金
融
機
関
の
族
生
は
'金
融
機
関
相
互
の
有
機
的
聯
緒
を
必
要

と
し
'
こ
1
に
中
央
銀
行
の
成
立
を
促
す
経
済
的
理
由
の
l
つ
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
中
国
に
於
て
は
'
清
末
以
罪
'
中
央
政
府
の
権

力
頗
る
窮
-
'
地
方
軍
閥
は
各
地
に
割
描
L
t
国
家
的
統

一
は
頗
る
駒
難
な
も
の
で
あ
-
､
観
民
経
済
ま
た
'
こ
れ
に
従
っ
て
分
裂



の
状
態
に
あ
っ
た
｡
中
央
銀
行
の
設
立
も
､
既
に
清
朝
末
期
に
こ
れ
を
見
た
の
で
あ
る
が
､
革
に
制
度
的
移
入
に
止
ま
り
'
両
も
こ

れ
に
支
配
力
を
も
た
す
だ
け
の
中
央
権
力
な
-
'
単
な
る
財
政
補
堰
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
す
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
雨
も
'
内
乱

は
相
次
い
で
起
-
'
軍
閥
の
暴
威
を
振
ふ
あ
り
'
産
衣
の
対
外
我
宰
ま
た
常
に
国
内
に
於
て
戟
は
れ
'
名
に
金
融
恐
慌
が
若
起
さ
れ

て
も
'
こ
れ
を
救
済
す
る
機
関
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
｡

他
方
'
金
融
機
関
は
､
外
国
貿
易
及
び
図
表
財
政
に
結
び
つ
い
て
の
驚
展
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
は
い
ふ
も
の
1
､
特
に
新
式
銀
行

の
蓉
達
は
相
首
著
し
く

他
の
経
済
部
門
に
比
し
て
.
践
行
的
で
さ
へ
あ
っ
た
o
斯
く
'
銀
行
が
敬
遠
す
る
に
至
れ
ば
'
塵
に
述
べ

た
如
-
.
中
央
銀
行
的
役
割
を
央
す
も
の
が
必
要
と
な
っ
て
-
る
o
国
家
も
亦
F
,王
と
し
て
幣
制

･
財
政
等
の
問
題
か
ら
中
央
銀
行

近
必
軍
と
L
p
こ
れ
が
費
輿
に
努
力
し
た
の
dtjJ
あ
る
が
､
経
済
親
近
支
配
す
る
力
た
-
.
初
期
に
於
て
は
.
謂
は
ゆ
;道
民
間
の
申
:ij

的
統
制
,5
位
指
せ
h
lる
た
稗
や
;.

政
肘
が
力
む
雑

て
鰯
,i
.
淵
ii炭

か
け
岩
田
約

･

V
if･共
釦
桁
と
の
郎
係
か
ら
､
及
び
.
常
時
の
金

融
泉
の
情
勢
か
ら
.
聯
合
婚
備
の
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

更
に
'
日
支
間
の
紛
零
は
.
金
融
泉
を
極
度
の
混
乱
に
隔
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
救
済
す
る
機
関
な
く

政
府
ま
た
資

力
が
な
か
っ
た
の
で
'
従
来
よ
-
中
央
銀
行
的
役
割
を
な
す
も
の
を
必
要
と
し
て
居
た
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
'
相
互
に
共
同
財
産
を

聯
合
準
備
し
て
~
急
激
の
械
師
と
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
聯
合
準
備
委
貞
骨

･
聯
合
準
備
庫
が
JJ
れ
で
あ
る
二
E
し
て
.
今
日
'
こ

れ

等
の
横
相
が
'

1
地
値
円
仁
眠
ら
れ
て
居
る
と
は
い
へ
'
有
効
に
運
用
さ
れ
つ
1
あ
る
の
は
､
青
々
に
と
っ
て
頗
る
興
味
あ
る
と
と

で
あ
る
｡
而
し
て
.
こ
の
聯
合
準
備
制
度
が
'
領
用
制
度
と
と
も
に
~
幣
制
の
分
立
制
損
性
な
る
地
盤
の
下
に
生
れ
'
相
首
の
効
果

を
あ
げ
て
釆
た
こ
と
は
､
費
券
制
度
驚
展
史
に
於
て
も
-
注
目
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

(昭
十
五
･
十
二
)

中
国
に
於
け
る
横
合
準
備
制
度
に
つ
い
て

第
7
番

二
五

一

第

7
訳

二
五

7


