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係
印
を
も
含
め
て
'

一
班
に
フ
ラ
ン
ス
領
植
民
地
の
甜
税
制
慶
は
'
十
九
世
紀
の
末
す
な
は
ち

l
八
九
二
年
に
お
い
て
始
め
て
成

立
し
､
こ
の

t
八
九
二
年
の
制
度
が
そ
の
の
ち
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
約
年
世
紀
の
あ
ひ
だ
植
民
地
開
税
制
度
の
基
本
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
'
既
に
わ
た
し
は
'
二
三
の
文
献
に
よ
り
つ
し

こ
の

1
八
九
二
年
の
制
度
の
備
印
へ
の
適
用
'
お
よ
び
そ
れ
に
封
す
る

改
正
事
求
な
ら
び
に
改
正
の
結
果
に
つ
い
て
明
か
に
し
て
き
,tf.1

本
稿
に
お
い
て
は
'
赦
上
の
碓
指
を
試
み
つ
1
'
か
ゝ
る
関
税
制

度
お
よ
び
そ
の
壁
蓮
が
'
フ
ラ
ン
ス
国
民
経
済
お
よ
び
印
度
支
那
経
済
に
封
し
て
如
何
な
る
意
蓑
を
も
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
を
い

は
ば
試
論
的
に
明
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
ふ
C

そ
れ
に
先
立
っ
て
ま
づ
､

1
八
九
二
年
の
制
変
に
至
る
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
に
封
す
る
関
税
政
策
の
概
略
を
述
べ
る
こ
と

悌
印
闘
税
制
度

望
恩
義

第
三
巻

三
三
九

第

二
郎

1
円

三

1) 動橋 『怖領印度支那の関根閏軌?】経済論叢55巻 4駅お よび 『俳領印度支那
の関税改正』経済論叢55巻 6駅
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係
印
関
税
制
度
の
意
哉

第
三
番

三
LP
:LO

第
二
那

1
四
円

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
藷
で
の
所
謂
ア
ン
シ
ア
ン
･
レ
ジ
ー
ム
の
下

に
お
い
て
.

克
づ
そ
の
折
靭
に
お
い

で
植
民
地
は
樽
棟
脅
杜
の
所
有
物
と
し
て
考

へ
ら
れ
'
し
た
が
っ
て
植
民
地
貿
易
は
こ
れ
ら
数
個
の
特
椎
骨
社
の
猫
占
す
る
と
こ
ろ

と
な
-
.
外
国
人
が
砥
民
地
貿
易
を
営
む
こ
と
は
勿
論
,
フ
ラ
ン
ス
人
す
ら
も
特
椎
骨
杜
の
メ
/
バ

ー
で
な
い
か
ぎ
-
＼
楯
民
地
と

I;

の
取
引
を
行
ふ
,U
と
は
出
薙
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
'
比
等
の
欄
占
貿
易
の
特
椎
が
次
第
に
制
限
さ
れ
て
ゆ
き
､
逸
に
は
圃

=
-
･1
-
･1
-
･
11L.J1-̂
,a
,｣
E
Lが
r
/ノ
シ
r
リ′
小
レ
.･,li

ム
後
期
の
株
輔
で
あ
iTt･｡
屯

つ
J

艮
rご
和
弘
が
相
民
地
粥
崩

に鵜
は
る
iJ
-i:
t
,;=口
-
､tt.三
･郎
コこ
し/

も
此
の
場
合
に
お
い
て
も

椋
民
地
貿
易
は
､

フ
ラ
ン
ス
人
に
か
ぎ
つ
て
特
定

の
上
納
金

(
redevarI･C

e
)

lnLJ
約
め
る
場
合
に
の
み
許
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
'
外
国
人
に
封
し
て
は
禁
止
さ
れ
て
を
り
'
又
そ
の
貿
易
の
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
も
本
圃
商
品
を
植
民
地
に
車
込

む
こ
と
･̂
植
民
地
震
物
を
す
べ
て
本
圃

へ
簡
ら
す
JJ
と
と
の
二
つ
の
方
法
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
O
植
民
地
協
約

(p
a
cle
CO)Oni
a))

と
呼
ば
れ
'
排
他
的
制
変

(蕊

.I･rLe
eX
CtuSzf)
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
之
で
あ
っ
て
'

こ
の
場
合
に
は

1
万
CJ
は
植
民
地
貿
易
を
フ

ラ

ン
ス
国
民
の
猫
Ln
Ji
す
る
と
と
も
に
ー
他
方
で
は
貿
易
の
直
接
的
な
統
制
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
O
関
税
政
策
に
つ
い
て
見
る
な
ら

ば
'
こ
の
時
代
に
は

植
民
地
向
け
の
本
圃
商
品
に
も
関
税
が
か
け
ら
れ
た
し
.
植
民
地
物
産
の
本
圃

へ
の
輸
入
に
封
し
て
も
同
じ
く

関
税
が
賦
課
せ
ら
れ
'
棟
民
地
は
恰
か
も
外
囲
と
同
様
の
取
扱
弘
を
受
け
'
言
は
ゞ
木
組
以
下
の
存
在
と
し
て
扱
は
れ
､
本
圃
と
同

等
あ
る
ひ
は
本
圃
の

l
部
と
し
て
は
考

へ
て
を
ら
す
.
又
そ
の
紺
硯
も
主
と
し
て
財
政
的
性
質
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡

フ
ラ
ン
ス
革
命
は

一
切
の
特
楢
を
顔
止
し
､
植
民
地
の
叶
同
と
の
取
引
を
認
め
且
つ
柿
民
地
物
憂
に
封
す
る
関
税
を
金
殿
し
た
が

規
賓
に
は
植
民
地
は
多
-
敵
組

の
手
中
に
絶
ち
て
ゐ
た
た
め
に
'
か
1

る
規
定
も
菅
萩
は
な
く

加
ふ
る
に
執
政
官
時
代
に
は
重
商

的
反
動
が
規
は
れ
'
耕
他
的
制
度

へ
複
解
し
た
｡
王
政
復
古
期
に
入
る
と
と
も
に
邦
他
的
制
度
は
少
し
づ
つ
緩
和
さ
れ
て
､
或
ひ
は

ArthurGirault;TheColonial TariffPolicyoEE;-rZLEICe,1916.p.ll.

1931.p.172.
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貿
易
の
白
組
舵
主
訴
を
修

1r=t
'

或

ひ
は
外
国
品
の
植
民
地
斡
入
と
か
楳
民
地
間
の
取
引
と
か
を
次
第
に
照
和
し
た
-
し
た
が
'
然

し
こ
れ
ら
の
措
置
は
あ
く
ま
で
例
外
的
で
あ
っ
て
'
そ
の
間
に
根
本
的
な
饗
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
.

1
八
四
〇
年
以
後
イ
ギ
リ
ス
が
自
由
貿
易
を
採
用
す
る
に
至
る
と
フ
ラ
ン
ス
は
約
二
十
年
イ
ギ
リ
ス
よ
-
も
遅
れ
て

1
八
六

〇
年

頃
す
な
は
ち
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
時
代
か
ら
自
由
貿
易
を
採
用
す
る
や
う
に
な
-
'
根
岸
地
貿
易
も
之
に
よ
っ
て
著
し
い
琴
化
を
受

け
る
に
至
っ
た
｡
か
く
し
て
従
来
の
制
限
的
な
制
度
は
雁
止
さ
れ
て
'
植
民
地
と
外
囲
と
の
貿
易
す
な
は
ち
植
民
地
物
産
の
外
国

へ

の
輸
出
お
よ
び
外
観
品
の
植
民
地

へ
の
輸
入
は
共
に
自
由
に
許
さ
れ
る
や
う
に
な
り
'
主
要
な
植
民
地
に
封
し
て
は
関
税
自
主
糟
が

1

輿

(
ら
射
て
F.p
和
訳
出
力
ヮて
rk

1-日1
特
殊
な
関
税
割
安
を
施
行
し
て
･7y
r1
>
こ
と
･V
莞
ノ
J
パ

フ
･V
止
グ
罪
IiT
pi=
E
F
ぷuhm
t♂
LY..=l″G.

･
I
･.･
､

_.
L')
LJ
O
IJ
I
レ｣
)
lLulA)
トL
JT
7..R
rb.I.l'lb
)

ヒゝ
bLL

時
代
で
あ
っ
た
た
め
植
民
i?
に
お
い
U
も
関
税
の
摘
凝

･
撫
硯
輸
入
が
衝
く
行
は
れ
f
訴~
冊
政
策
も
し
舞
が
つ
で
極
め
て
狗
麺
的
で

あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
C
し
か
し
'
1.g
罪
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
由
貿
易
は
フ
ラ
ン
ス
鮮
摂
白
髄
の
内
面
的
充
要
式
に
響
か
か

て
成
立
し
た
の
で
は
な
-
し
て
､
む
し
ろ

l
八
六
〇
年
の
英
悌
協
定
の
結
果
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
碍
制
さ
れ
た
自
由
貿
易
で
あ
-
r

イ
ギ
リ
ス
が
大
陸
に
射
し
て
行
っ
た
経
済
的
ク
ー
ヂ
ク
で
あ
る
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
や
う
Lbiw
･
之
に
上
っ
て
植
民
地
貿
易
を
外
国
に

解
散
す
る
こ
と
は
'
劣
勢
な
フ
ラ
ン
ス
産
糞
に
と
っ
て
か
な
り
深
刻
な
打
撃
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
フ

ラ
ン
ス
の
植
民
地
貿
易
政

策
が
'其
後
ま
も
な
-
約
二
十
年
の
の
ち
に
お
い
て
再
び
保
護
主
義
に
復
解
し
た
こ
と
は
'
む
し
ろ
嘗
然
皇

7日
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.

･
か
-
し
て
一
八
八
〇
年
代
ユ
-
以
後
.
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
は
再
び
新
た
な
る
段
階
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
.
そ
の
結
果
は
嘗
つ
て

の
排
他
的
制
度

へ
復
蹄
し
た
の
で
は
な
く
し
て
'
革
命
時
代
に
そ
の
片
鱗
を
見
せ
た
と
こ
ろ
の
同
化
開
税
制
壁

a
ssimitatio
ndo
LlaiI

嘉
re)
を
新
し
く
再
現
し
た
｡
同
化
閲
税
制
度
は

l
八
八
四
年
以
来
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
､

l
八
八
七
年
よ
-
印
慶
支
那
に
部
分
的
特

価
印
開
規
制
腰
の
意
黄

第
三
番

三
四

l

第
二
既

1
四
五

ArthurGirault.･PrinclpeSdecolonlSationetdelegislationcolonlaJe.
TomelII.Notions占C()nomLqUeSL28m8partie.1930.p･368.
B.NogaroetM.Moye;ibid.,p.1177.
B.NogaroetM.More;lbidリP.5().
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係
印
開
税
制
度
の
意
義

第
三
番

三
四
二

第
二
舵

1
四
六

施
行
さ
れ
た
が
.
遂
に

一
八
九
二
年
の
法
律
に
よ
っ
て
植
民
地
貿
易
政
策
の
基
本
的
規
定
と
な
る
に
至
っ
た
.

価
印
す
な
は
ち
悌
領

印
度
支
那
聯
邦
が
成
立
し
た
の
は
'
丁
度

T
J
Tf
七
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
係
印
の
閉
環
郡
安
は
二

父
批
支
那
を
別
と
す
れ
ば
､

フ
ラ
ン
ス
貿
易
政
策
の
新
た
な
る
韓
換
と
と
も
に
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
e

二

間
化
閑
税

制
涯

Jの
藷
滝

同
化
閑
税
制
度
は
以
上
の
ヤ
う
な
露
見
的
経
過
を
た
ど
っ
て
成
立
し
た
.
こ
1
で
極
め
て
簡
軍
に
そ
の
内
零
と
す
る
と
こ
ろ
を
記

せ
ば
攻
の
通
-
で
あ
る
d
ま
づ
植
民
地
の
全
部
を

分
輝
し
て
同
化
根
民
地
と
非
同
化
植
民
地
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
'
常

1.
の

グ
ル
ー
プ
た
る
同
化
植
民
地
に
は
嘗
植
民
碓
JJ
呼
ば

れ
る
丁
メ
リ
カ
洲
植
民
地
と
即
庶
支
那
､
お
よ
び
ア
フ

リ
カ
の
レ
ユ
LL
オ
ン
と

ガ
ボ
ン
'
大
洋
洲
の
lニ

ー
カ
レ
ド

ニ
丁
等
フ
ラ
ン
ス
飯
枯
民
地
の
う
ち
で
経
緯
的
な
軍
紫
性
を
も
つ
も
の
を
之
に
含
め
'

フ
ラ
ン

ス
領
西
ア
フ

リ
カ
･
h
ラ
ン
ス
領
印
度
･
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
等
を
非
同
化
植
民
地
と
し
て
.
さ
ら
に
特
殊
事
情
の
あ
る
7
ル
.･,h
エ
リ
ア
･

チ
ュ
ニ
ス
･
モ
ロ
ツ
n
の
フ

ラ
ン
ス
領
北
ア
フ
リ
カ
は
比
の
分
架
か
ら
除
外
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
特
殊
開
税
制
度
を
施
行
す
る

こ
と
1
し
た
｡
悌
印
は
か
-
し
て
同
化
柿
民
地
に
栃
入
さ
れ
て
p
謂
は
ゆ
る
同
化
関
税
の
封
象
と
な
っ
た
が
'
こ
の
制
度
の
主
た
る

内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
攻
の
二
郎
で
あ
る
O

(

一

)

偽
印
へ
の
輸
入
に
お
い
て
'
フ
ラ
ン
ス
商
品
は
無
税
と
さ
れ
る
と
と
も
に
'
外
囲
商
品
は
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
本
圃
へ
輸
入

さ
れ
る
と
き
と
同
じ
-
フ
ラ
ン
ス
本
圃
の
関
税
を
徴
収
さ
れ
る
D
つ
ま
り
悌
印
は
本
国
と
同

l
の
閲
税
制
度
の
下
に
置
か
れ
､
LJ
の

限
り
で
は
本
国
の

一
部
と
し
て
取
扱
は
れ
る

∪

1) RaoulL.M.Colas;LesrelationscommercjLalt,sen亡re紘 Franceet
Hndochine.p.14.



(
二

)
傭
印
の
産
物
が
フ
ラ
ン
ス
へ
輸
入
さ
れ
る
場
合
に
は
'
商
品
の
積
弊
に
rL1つ

て
異
な
る
け
れ
ど
も
'
主
要
物
産
に
封
し
て

は
フ

ラ
ン
ス
本
圃
が
同
硬
の
外
国
品
に
斌
課
す
る
最
低
税
率
の
更
に
年
額
が
徴
収
さ
れ
る
.
し
た
が
っ
て
本
圃
商
品
の
印
度
支
那
へ

の
輸
入
が
無
税
で
あ
っ
た
に
も
か
1
は
ら
す
'
印
度
支
那
産
物
が
本
圃
へ
輸
入
さ
れ
る
と
き
に
は
関
根
が
斌
試
せ
ら
れ
'
係
印
は
言

は
ゞ
外
囲
に
準
じ
た
瀬
政
弘
を
受
け
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
れ
に
よ
っ
て
見
れ
ば
'
同
化
関
株
制
麦
は

1
方
で
は
植
民
地
市
場
を
本
国
産
業
の
た
め
に

_確
保
す
る
と
と
も
に
'
他
方
.
椿
民

､
地
物
産
に
封
し
て
は
本
圃
市
場
･nLJ解
放
し
た
い
JJ
い
ふ
特
徴
的
な
本
圃
中
心
主
講
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
分
か
る
.
か
う

し
た
本
圃
中
心
主
薬
が
採
用
さ
れ
宣

告
は
.･･世
界
軽
稗
的
な
原
因
に
関
し
て
は
､
そ
れ
が
十
九
世
紀
完
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て

の

陛
私
市
7.-両
昇
一研
改
む
Lb
f,
ま
式
njj
也
車
券
り
す
.む
つ
琵
罫
.U
臣

ハ
Ljb
L∈
b
b
.つ
う
LtL
Fよ
nTjヨEl
(
L
ご
17つ
L･,)5
5
1ド
F
失
心
ノ
.≡
,Zl

juA..他
帥
･V
比
較
し
て
何
故
プ
】ア
ン
ス
か
か
や
う
に
極
端
な
本
圃
中
心
,Hl韓
を
}7F
庁
し
た
I,f,
〟
.僻
店
は

i

に.ノ

ラ

ン
T(
粋

餅
fi,m
も

の
1
特
質
と
閲
聯
せ
し
め
る
と
と
な
-
し
て
は
了
解
し
が
た
い
問
題
で
あ
る
.

近
代
フ
ラ
ン

ス
の
経
済
が
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て
そ
の
凄
展
に
お
い
て
i･
遅
れ
を
示
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
'

l
般
望

吊
ほ
れ
て

ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
-
又
そ
れ
は
事
賓
で
あ
る
｡
し
か
し
問
題
の
こ
の
や
う
な
解
き
方
は
'
言
は
ゞ
イ
ギ
リ
ス
的
な
フ

ラ
ン
ス
経
済
の

見
方
で
あ
-
r.
そ
れ
に
よ
っ
て
フ

ラ
ン
ス
経
緯
の
特
殊
性
を
明
か
に
し
得
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
o
問
題
は
お
そ
ら
-
か
1
る
立
遅

れ
が

l
裾
な
に
に
由
乗
す
る
か
と
い
ふ
AJ
と
1
.
そ
れ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
経
済
が
如
何
な
る
構
造
を
帯
び
る
に
至
つ
た
か
を
究
明

す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
思
は
れ
る
o
そ
の
う
ち
7

7

ン
ス
経
済
の
立
遅
れ
を
禾
さ
し
め
た
根
本
的
な
原
因
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
､
最

も
重
要
な
そ
の
故
に
最
も
困
難
な
問
題
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
.
本
稿
の
直
接
の
問
題
で
は
な
い
.
こ
1
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
形

俳
印
闘
規
制
姥
の
意
義

第
三
啓

三
E
I
三

第

二
鋸

1
EI七



香

鼻

係
印
閑
税
制
度
望
息
毒

第
三
番

三
四
四

第

二
雛

1
四
八

成
さ
れ
た
十

八

b
九
世
紀
牡
貫
徹
す
る
フ
ラ
ン
ス
耗
稗
の
特
質
皇

汚
は
れ
る
も
の
を
'

同
化
関
根
制
度
の
理
解
に
必
要
な
か
ぎ
-
に

お
い
て
明
か
に
し
て
お
け
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
o

eT

フ

ラ
ン
ス
に
於
る
資
本
､霊
死
の
起
派
を
何
時
に
求
め
る
か
に
就
い
て
は
問
題
も
あ
る
が

t

と
に
か
-
近
代
横
根
脚
工
業
の
醒
し
い

後
屈
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
た
進
か
後
の
l
八
四
〇
年
乃
亨
五
〇
年
に
至
っ
て
始
め
て
之
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
o
こ
れ
ら
の
近
代

に
綻
ま

l
/
.
二
ll
lLL
江
象
-
,iL･
-
*
純
横
紙
L3
肺
･<
が
巧
は
m
S
に
賛
つ
L
.始
i･i
r
可
能
と
な
っ
た
も
L?LIL
b
巾･1
日
-

ノ
い
･D
iTlf葬

)
b
hlJヒ.ヽ
.
1
>ヽ
ヽ
l
二
r
ld)
]
]A.IlJ
ノヽ
･･汀
.r}rへ
=
.A
.L
LJ
)
ノヽ
.LJ･し.∩こJlqn.I
]jJ･]J
.1]]一
二
1
Ti.]JAロヨ?]
Tit･LJ
Lト･,.lヽ
ノ
EfI,l1
lil]J
′
l1]]
l
/
I
J
′
一-.ヽ
?
bJ
鮎机
A

b
･覇
屋
代
ま
∨
｢
,77J
qI
コ
当
tS
聾
重
き
1∪
オ
ブ
TF
･b
.托
荒
斎
コ
当
･nT
TTT･
r1
当
･泉
r1
讃
1LIu-
¢
車
コ
TTrR-
･rT1
と
1
1
1<-
ノ
萎

垂

･

機
械
工
業
は
こ
れ
に
促
が
さ
れ
て
喪
展
を
見
た
と
は
言
ふ
も
の
1
'
十
九
世
紀
の
中
葉
に
お
い
て
す
ら
殆
ん
.ど
言
ふ
忙
足
-
な
い
有

接
で
あ
っ
た
O
叉
そ
の
こ
と
に
制
約
さ
れ
て
斡
工
莞
自
牌
の
基
礎
も
ま
た
薄
弱
で
あ
り
'
外
囲
と
の
競
争

に
堰
へ
る
た
め
に
は
多
く

の
保
護
が
輿

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
こ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
経
婦
の
特
質
の
稀

一
鮎
と
し
て
お
か
う
0

フ
ラ
ン
ス
の
エ
柴
が
右
の
そ
う
な
性
格
を
も
っ
て
ゐ
た
の
に
封
癒
し
て
'
攻
に
は
工
業
に
到
す
る
農
業
の
此
貢
が
極
め
て
大
き
い

こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
.
十
九
世
紀
未
に
お
い
て
全
人
口
に
封
す
る
農
民
の
割
合
は
約
六
割
に
達
し
､
農
民
は
フ
ラ
ン
ス
人
口
の
基
本

を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
も
こ
れ
ら
の
農
民
の
七
割
が
自
作
巣
で
あ
っ
て
'
細
分
さ
れ
た
土
地
上
で
の
停
続
的
な
農
業

経
営
に
従
事
し
･
謂
は
ゆ
る
糞
柴
の
近
代
化
は
仝
-
進
行
し
て
ゐ
な
れ
o
フ
ラ
ン
ス
農
柴
は
,
し
た
が
っ
て
フ
ラ
ン
ス
紐
解
に
お
い

て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
と
同
時
に
､
そ
の
経
皆
方
法
に
お
い
て
極
め
て
書
式
で
あ
る
た
め
に
羅
へ
す
保
護
が
加
へ
ら
れ
な
け

れ
ば
存
渡
し
得
な
い
｡
フ

ラ
ン
ス
黄
葉
は
､
保
護
な
-
し
て
は
外
囲
あ
る
仏
は
植
民
地
の
畳
置
物
に
封
抗
す
る
こ
と
が
出
奔
な
い
か

ら
で
あ
る
｡
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
経
碑
の
第
二
の
特
質
で
あ
る
｡
な
ほ
附
言
し
て
お
-
な
ら
ば
､
以
上
の
や
う
な
フ
ラ
ン
ス
経
緯
の
状

2) 例へは flenriliauser;LesdebutsducapltZLl;smtE.EIcnrLSee;Les
OriginesducapltallSmemOderne.等容軌

3) 富本文吹氏 ;フランス粁原皮概説,252頁
4) 同上,282頁



鷲

濁
恩
昔
嘗

態
で
あ
っ
た
か
ら
､
盲
-
か
ら
こ
の
jglに
蓄
積
さ
れ
た
資
本
は
酎
内
に
お
い
て
は
痛
言
な
投
資
先
を
見
出
す
と
と
が
で
き
ず
'
勢
払

こ
れ
ら
の
資
本
は
海
外
に
流
出
し
て
外
国
に
封
す
る
借
款
あ
る
仏
は
外
観
公
債
の
買
入
れ
に
従
事
す
る
こ
と
.̂
な
る
0
7
ラ

.1
f

Kが

囲
際
金
融
の
上
で
演
じ
た
役
割
お
よ
び
閣
内
に
お
け
る
金
利
生
活
者
の
増
大
は
､
か
う
し
た
事
情
に
基
-
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
｡

寅

に
又
こ
の
同
じ
事
情
が
フ
ラ
ン
ス
を
し
て
植
民
地
の
掩
得
に
向
は
し
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

磁
め
て
概
柘
的
で
は
あ
る
が
'

大
腰
近
代
に
お
け
る

フ
ラ
ン
ス
経
済
の
特
質
を
こ
の
や
う
な
も
の
と
し
て
考
へ
つ
1
t

.い
ま

一

度
さ
き
に
述
べ
た
同
化
関
根
制
度
紅
抹
-
上
げ
て
見
よ
う
O

一
八
九
二
年
の
同
化
開
校
制
定
の
第

1
新
は
'
7

.ア
ン
ズ
商
品
の
価
印

へ
の
輸
入
を
無
税
と
す
る
JJ
と
も
に
外
観
商
um
の
悌
印
へ
の
輸
入
に
封
し
て
は
､
そ
れ
が
木
組
へ
除
rt
さ
れ
る
と
き
と
同
率
の
関
税

た
武
架
㌻
る
こ
と
∪
よ
っ
L1..
と
っ
右
邑
トL
ま

い
5
1こ
rLJ
LLILつ
と
YA
T

=
L
王
.U
匡
いり
･Kn
Iは
-｡
7
17
/
i/
蔓
lL-.I)
I
.IL
l鉦
･b
l｡立
.LlJ

に
別
し
て
隙
取
触
iE
｡iS
む
琳
保
せ
ん
･i
jrP,iTlA0許
求
iJ
=
LjiU
も
n
さ

あ
乙
‥

1
Tま
朋
変
di,
払
･1
.
LJ
-J
に
脚
即
向
け
L3
7
1ワ
ン
ス
鏑

晶
の
筆
頭
の
占
め
た
も
の
が
'
他
な
ら
ろ
綿
製
品
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
へ
合

は

す
な
ら
ば
'
同
化
関
#.TT
の
第

l
の
目
的
が
本
圃
絹
業

I

を
外
囲
の
競
争
か
ら
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
同
化
師
税
制
度
の
第
二
の
鮎
は
'
係
印
産
物
の
本
圃

へ
の
輸
入
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
'

フ
ラ
ン
ス
本
圃
が
同
化
関
税
を
唱
へ
な
が
ら
係
印
産
物
の
本
圃
輸
入
に
貰
っ
て
関
税
を
蹴
課

し
或
は
特
意
を
輿

へ
る
の
む
拒
ん
だ
こ
と
は
'
そ
れ
に
よ
っ
て
本
国
の
財
政
収
入
を
潤
し
た
と
い
ふ
事
情
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
'

前
に
述
べ
た
フ
ラ
ン
ス
農
業
の
特
質
に
顧
み
る
と
き
は
t
よ
り
根
本
的
に
は
フ
ヲ
ン
ス
本
圃
の
農
業
を
そ
れ
に
よ
っ
て
擁
護
せ
ん
と

す
る
意
周
に
出
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
.
な
ぜ
な
ら
俳
印
の
輸
出
,j
得
た
産
物
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
は
米
お
よ
び
米
製
品
で
あ

-
'

フ
ラ
ン
ス
の
悌
印
か
ら
の
帝
人
に
お
い
て
も
悌
印
米
の
輸
入
が
第

l
位
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡
毒
筆

1
九
二
八
年
の

/

悌
印
閲
税
制
度
の
意
義

第
三
番

三
四
五

第
二
菰

一
四
九

5) ArthurGiraulと;Principesd-e(二Ol･〔Irlisat】orLetdel占gislationcoloniale.
p.388.



悌
印
闘
税
制
度
の
意
義

第
三
番

三
四
六

第

二
拡

T
五

〇

改
正
に
よ
っ
て
併
印
米
の
輸
入
税
が
撒
取
さ
れ
た
と
き
.
最
も
強
硬
に
反
劃
し
た
著
は

木
蘭
の
小

奔
生
産
者

で
あ
っ
た
鮎
よ
り
見
て

も
'
こ
の
こ
と
は
承
認
さ
れ
る
で
あ
ら
㌔

三

改
正
要
求
の
立
場

持
し
蟹
展
せ
し
め
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'

桂
民
稚
自
身
の
利
暴
れ
た
め
に
聴
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
O
し

た
が
っ
て
そ
れ
は
施
行
と
殆
ん
ど
時
期
を
等
し
く
し
て
'
多
く
の
反
封
論
に
遭
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
ね
O
同
化
関
根
制
度
の

改
正
を
要
求
す
る
こ
れ
ら
の
反
封
論
は
'
そ
の
後
四
十
年
の
長
き
に
亘
っ
て
執
糊
に
-
-
か
へ
さ
れ
'
蓮
に

l
九
二
八
年
の
改
雅
を

見
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
反
封
論
は
如
何
な
る
論
接
か
ら
主
張
さ
れ
'
如
何
な
る
立
場
に
掠
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う

か
.
こ
の
こ
と
が
攻
の
問
題
と
な
る
.

元
奔
'
係
印
の
経
解
は
米
を
中
心
と
し
て
成
立
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
-
､
聞
知
の
や
う
に
'
そ
の
生
膏
は
宴
有
人
の
小
作
農
ま
た

は
小
農
足
の
手
に
H
.つ
て
行
は
れ
'
そ
の
生
産
物
を
濃
集
し
'
加
工
し
'
輸
出
す
る
業
務
は
す
べ
て
華
僑
の
猫
占
す
る
と
JJ
ろ
と
な

,;

っ
て
ゐ
た
｡
と
こ
ろ
で
フ
ラ
ン
ス
の
悌
LuEl
へ
.の
進
出
と
と
も
に
'
こ
れ
ら
の
米
が
フ
ラ
ン
ス
本
圃
へ
も
輪
出
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た

も
の
疋
あ
る
が
'
悌
即
へ
進
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
重
大
な
関
心
事
は
､
JJ
れ
ら
の
米
貿
易
を
支
配
す
る
こ
と
に
在
っ
た
わ
け
で
あ

る
｡
フ
ラ
ン
ス
人
は
尭
づ
係
印
米
の
フ
ラ
ン
ス
向
け
貿
易
に
従
事
す
る
と
共
に
'
等
倍
と
の
結
合
を
緊
辞
に
し
'
史
に
は
悌
別
米
の

貿
易
を
通
じ
て
華
僑
を
金
融
的
に
も
支
配
せ
ん
と
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
備
印
綬
晴
と
の
結
び
つ
き
を

1
暦
張
-
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

6) Y.P由ourier;Lemareh占durizd'Indochine.1∈伯7-p96
1) 拙稿 『偶領 印度支那の開税問題』押済論叢55魯4舵
2) 拙稿 『印度支部 における7ランスの経漕政策』東正照滑諭爵 2懸 L新
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T
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し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
貿
易
タ.FTlkf
者
は
､憐
印
米
の
市
塙
樺
得
を
軍
純
せ
ざ
る
を
得
ず
､
そ
の
た
め
に
は
併
印
に
と
っ
て
有
利
な
悶
現
制

度
が
輿
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
王
張
-･)
同
化
制
度
の
改
正
を
要
放
し
た
わ
け
で
あ
る
o
L
た
が
っ
て
t
か
う
し
た
改
1荘
重
求
は

貿
易
業
者
を
通
じ
て
俳
印
経
済
の
特
質
に
つ
な
が
っ
て
ゐ
た
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
｡
な
ほ
こ
れ
ら
の
貿
易
業
者
は
多
-
そ
の
本
櫨

-

を

マ
ル
セ
イ
ユ
'
ボ
ル
ド
ー
な
ど
の
本
国
に
置
き
.
ひ
ろ
く
中
根
貿
易
に
徒
事
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
た
た
め
に
､
北
部
の
工
業
豪

が
要
求
し
た
同
化
関
規
制
麦
に
よ
る
保
護
貿
易
主
義
と
は
具
っ
て
t
R
由
貿
易
の
主
張
者
と
し
て
同
化
閥
税
制
度
の
改
正
或
仏
は
撤

願
を
熱
心
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
O

か
く
し
て
'
こ
れ
ら
か
汝
正
賓
未
Q
中
,L
と
荒
ら
る
.F'
き
貼
ま
欠
わ
.二
つ
で
あ
る
0
そ
C
)第

一
三
た
つ
ね
こ
つ
な
限
度
に
も
と
つ
ハ

･
､
＼
.･u
N
つ
=
rh
r)だ

い
-
L''J
F
､.
7
ブ
r
諸
相
の
坤

心
に
仲
催
し
て
ぬ
る
関
係
上
7.
そ
の
結
締
状
態
は
木
綿
JJ
滞
し
-
異
な
っ

y
/
ブ
h
.
I.
｢

叫イu
..y
レ
ー.Y
∧

ー

｢
.7.i.一

て
ゐ

る
ば
か
り
か

､

近
隣
の
ア
ジ
ア
諾
観

と
の
問
『
ェ
自
乗
か
ら

特
殊
の
綻
滴
関

係
を

存

績

せ
し
め
て
ゐ
る
｡
と
の
や
う
な
儲
即
に
封

ノ

し
て
本
国
の
関
税
を
そ
の
ま
1
に
適
用
す
る
こ
と
は
素
よ
-
不
都
合
で
あ
-
'
『
古
い
園
の
た
め
に
作
ら
れ
た
着
物
を
､無
理
央
理
に

新
し
い
国
に
着
せ
や
う
と
す
る
』
や
う
な
も
の
で
あ
る
｡
同
化
関
税
榔
夏
の
た
め
に
'
係
印
と
近
隣
諸
国
と
の
貿
易
は
甚
だ
し
-
阻

害
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
.
そ
れ
を
回
復
せ
し
め
ん
が
た
め
に
は
同
化
関
税
に
封
す
る
例
外
を
認
め
て
悌
別
の
特
殊
車
情
を
考
慮
し
た

特
別
税
率
が
偽
印
に
封
し
て
施
行
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
が
そ
の
主
張
で
あ
っ
た
C
つ
ま
-
同
化
閲
税
制
度
は
フ
ラ
ン

ス
本
圃

の
関
税
を
悌
印
に
封
し
て
も
施
行
し
た
た
め
に
'
従
釆
悌
印
が
日
本
東
よ
び
支
部
か
ら
輸
入
し
て
ゐ
た
商
品
は
関
税
障
壁
の
た
め
に

輸
入
さ
れ
な
く
な
-
'
こ
の
こ
と
は
日
本
お
よ
び
支
部
を
し
て
徒
死
購
入
し
て
ゐ
た
悌
印
米
の
輸
入
を
制
限
あ
る
ひ
は
禁
止
す
る
に

備
印
閲
税
制
度
の
意
義

第
三
巷

三
四
七

第

二
既

一
五

一

ArthurGirault;ibld.,p.389
ArthurGirault;lbid,p.348_



寮

菅
て

併
印
開
税
制
度
の
意
義

第
三
番

三
四
八

第
二
戟

7
要

一

至
ら
し
め
る
危
険
が
あ
わ
､
も
し
さ
う
な
れ
ば
係
印
米
貿
易
貴
著
が
蒙
る
打
撃
は
明
瞭
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
.

し
た
が
っ
て
同
化
関

税
の
例
外
と
し
て
特
別
税
率
を
こ
れ
ら
の
TIl本
rt

支
部
商
品
に
適
用
し
得
る
な
ら
ば
'
そ
の
危
険
を
回
避
し
得
る
筈
で
あ
る
｡
悌
LIE:

米
は
.
そ
の
本
圃
へ
の
輸
入
に
お
い
て
特
恵
的
な
取
扱
ひ
を
受
け
て
ゐ
る
と
は
い
へ
'
本
圃
の
輸
入
量
は
保
田
米
の
全
輸
出
量
か
ら

E

寧
設
定
の
必
聾
は
変
に

一'
層
大
な
る
も
に
力
走
Ll

た
束
け
y
あ
る
｡

改
正
要
求
の
節
二
の
鮎
は
.
併
印
物
露
の
本
軌
恥
入
に
あ
た
T･1.F
L同
化
剛
税
制
髭
が
批
評
し
て
ゐ
る
年
初
税
を
轍
擬
し
て
す
べ
て

を
無
税
と
せ
よ
と
い
ふ
に
在
っ
た
｡
本
国
商
品
が
価
印
へ
無
税
で
輸
入
さ
れ
.
且
つ
本
圃
関
税
が
係
印
に
も
施
行
さ
れ
る
以
上
'
本

圃
と
係
印
と
の
あ
仏
だ
に
相
互
免
税
制
定
を
樹
立
し
て
'
備
印
産
物
の
本
圃
へ
の
頼
税
輸
入
を
認
め
る
こ

と
は
､
営
然
の
措
置
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
の
が
そ
の
主
張
で
あ
る
｡
こ
の
要
求
に
お
い
て
も
備
印
米
貿
易
の
増
大
が
意
圃
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
言
ふ
ま

で
も
な
い
と
tJ
ろ
で
あ
る
.
関
税
改
正
の
要
求
の
主
な
る
中
心
鮎
は
以
上
の
二
つ
と
見
ら
れ
る
が
'
そ
の
第

l
鮎
は
悌
印
市
場
を
日

本
お
よ
び
支
那
商
品
に
封
し
て
'
或
る
程
度
そ
の
開
放
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
-
､
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
繊
維
工
業
の
利
益
に

反
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
O
そ
の
第
二
鮎
は
備
即
産
物
の
本
園
へ
の
自
由
流
入
に
関
す
る
も
の
で
あ
-
'
こ
れ
は
本
圃
鼻
糞
に

と
っ
て
危
険
な
競
零
を
招
来
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
.
改
正
要
求
の
う
ち
更
に
急
進
的
な
も
の
は
'
同
化
閑
税
制
度
を
す
べ
て
撤
座

し
て
'
各
植
民
地
に
関
税
自
主
権
を
輿
へ
'
植
民
地
を
し
て
み
づ
か
ら
自
己
の
紺
税
制
度
を
設
定
せ
し
む
べ
L
と
す
る
も
の
も
あ
つ

た
が
t
か
う
し
た
要
求
が
本
圃
経
済
の
利
益
に
著
し
く
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
た
く

到
底
そ
の
賓
規
は
不
可

能

で

あ
っ
た
.
そ
れ
は
別
と
し
て
.
さ
き
の
｢
つ
の
改
Fll.要
求
に
し
て
も
'
そ
の
後
四
十
年
も
の
ELF

承
諾
さ
れ
な
か
っ
た
JJ
と
は

例へぼ RaoulL.M.Colas;ibid･.p･32･劇 召
RaoulL.M.Colas;ibid.,p･28-30･



磯

箇

恩

骨

さ同
化
閲
税
制
度
が
い
か
に
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
側
に
と
つ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
聖
不
す
も
の
で
あ
り
'
そ
の
こ
と
は
又
フ
ラ
ン

ス
経
済
の
特
質
を
顧
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
了
解
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
｡

E
F

一
九
二
八
年
の
改
正

同
化
閃
税
制
度
は
､
そ
の
後
の
情
勢
の
襲
化
に
伴
っ
て
部
分
的
な
修
正
は
加
へ
ら
れ
た
が
'
し
か
し
そ
の
原
則
に
は
な
ん
ら
の
奨

更
,?
見
ら
れ
ず
し
て
有
穣
L
j{o
し
た
が
っ
て
係
印
紅
顔
の
側
か
ら
す
る
溺
期
の
改
.tJ
要
求
は
7
第

.表

の
世
界
大
戦
を
通
ず
る
斯

損
LJ
LQ
ハ
L
L
i
t定
見
it
]乳
,rh
]
｣一丁P
i
]韓
lt血LL
つ
1u
b
ナ
CJ
b
s
.
狭
小5
こ
]
九
二
Tf
羊
こ
巨
つ
U
t
象
1こ
司
叱
摘
発
削
匡
C
t改
正

_1l
]
)
]1
ノヽ
_rJ

石
E
ノーノてこ
と
-･N
-
-

宗
Lq
,U
NJ
い
...-A
/
7
rlJ
丁
重
｣;i,♂
二
ノ
p♂
E5+.･=
.7
言
.-
オ
｣/‥
-
(
-
,-:
ノ
ブ

1
･7
-
1
･
1
ノ
r
一
ノ
1
-
.L･

:-
1し
什
LiH
･,i
･,
JL･,;汁
･.･J'JT･
,･=/･-,p･
･;:
I.;･1
い㌧
･J
.∴
:
T･･㌻
･.]=
ユ
J
,,-:/:
-
･,∴
･+
･･･
ト
=
･㌦
･
･い
'･.･･
.･･:∴
∴
J
l･
･'･
J
ト

第

一
次
世
界
大
我
か
ら
世
界
恐
慌
を
通
す
る
時
期
に
お
い
て
､
植
民
地
の
重
要
性
が
著
し
-
増
大

し
た
こ
と
は

l
殻
に
認
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
従
菊
は
'
植
民
地
が
本
圃
に
封
し
て
依
存
す
る
傾
向
が
張
か
つ
た
け
れ
ど
も
'
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
池
に
本

圃
が
植
民
地
に
依
存
す
る
や
う
に
な
っ
た
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
こ
と
は
次
の
二
つ
の
事
柄
を
意
味
し
て
ゐ
る
｡
す
な
は
ち

,;

先
づ
本
圃
の
側
か
ら
言
へ
ば
.
本
圃
の
貿
易
に
お
い
て
封
植
民
地
貿
易
の
占
め
る
割
合
が
増
大
し
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
o
世
界
付

場
が
自
由
に
開
拓
し
得
た
時
代
に
お
い
て
は
'
木
組
産
兼
は
そ
の
市
場
を
植
民
地
以
外
に
も
求
め
る
こ
と
が
出
来
た
L
P
そ
の
ほ
う

を
有
利
と
し
た
場
合
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
'
世
界
経
済
の
ブ

ロ
ッ
ク
的
封
立
が
界
著
と
な
る
に
つ
れ
て
'
植
民
地
市
場
の
重
要
性

が
次
第
灯
加
は
り
'
本
固
産
業
は
い
ヰ
董

植
民
地
市
場
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
1
な
る
｡
攻
に
'
植
民
地
の
側
か
ら
見
れ
ば

俳
印
閲
読
制
度
望
息
弟

第
三
番

三
四
九

第

二
班

1
五

三

1) 前掻拙稿 『価額印度支那の開柵E叩]削 重昭
2) Maur19eGuernler;EssalButlmepOlil:lquei･conomiquedel'Empire

fra耶alS.1937.p.44.



悌
印
脚
税
制
度
の
京
哉

第
三
番

三
五
〇

軍

二郎

l
五
四

即

こ
の
こ
と
は
草
謬
植
民
地
の
貿
易
に
お
い
て
封
本
圃
貿
易
の
占
め
る
此
重
が
次
第
に
拭
少
し

て
ゆ
-
過
程
で
あ
る
｡

根
民
地
は
そ
の

必
要
と
す
る
製
品
を
本
観
か
ら
で
椋
な
く
他
の
何
れ
の
諸
国
か
ら
で
も
求
め
る
こ
と
が
で
居
る
し
'
さ
ら
に
植
民
地
の
工
業
化
が
進

行
す
る
場
合
に
は
自
ら
そ
れ
を
供
給
し
得
る
や
う
に
な
る
の
み
な
ら
ず
'
JLJ
の
場
合
に
は
徒
死
木
棺
へ
供
給
L
tr
rゐ
た
原
料
の
輸
出

も
減
少
す
る
こ
と
1
な
り
.
封
本
院
貿
易
は
か
-
し
て
ハ舟
々
そ
の
重
要
件
を
戟
共
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
.

二
争h
,-
.>
し

)
くゝ

カ
ぅ
し
空

ニト=~
ほ
ゞ
r
石

の
池
梓
の
搬
合
に
と
っ
.J
.
i-Tf
LLJ租
L｣
7
7㌢
7
.憲

･閥
の
倍
梓
傾
向
は
況
淀
的
IIJ
諮
,リ
ブ

(
…

･1
15
-望
53

-
I･
.
･
/

こ
の
,LJ
と
は
辞
し
-
悌
印
に
つ
い
て
も
言
ふ
こ
と
が
出
奔
'
フ
ラ
ン
ス
群
柴
に
と
っ
て
も
俳
即
市
場
の
重
要
性
は
茶
々
加
は
つ
て
き

た
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
す
な
は
ち
第

1
攻
大
我
の
の
P
Jn
本
の
斡
出
力
が
著
し
-
増
大
し
'
支
部
の
エ
美
化
も
進
展

す
る
に
つ
れ
て
'
こ
れ
ら
の
東
洋
産
商
品
は

1
億
関
税
率
の
障
壁
を
も
爽
破
し
て
元
釆
親
近
性
の
あ
る
傍
訓
へ
流
入
せ
ん
と
す
る
形

勢
を
不
す
に
至
り
'

フ
ラ
ン
ス
本
国
産
集
は
こ
れ
に
封
す
る
対
策
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
前
に
も
逃
べ
た
や
う
に
'
改
正

要
求
の
弟

1
鮎
は
'
特
別
税
率
制
度
を
施
行
す
る
こ
と
に
在
つ
た
が
､
そ
の
主
旨
は
特
別
検
挙
に
rLt
つ
て
貰
洋
語
園
の
商
品
に
或
る

程
度
の
減
税
を
あ
た
へ
､
そ
の
代
償
と
し
て
悌
LuE:
産
物
と
く
に
米
の
輸
出
増
大
を
意
盈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
O
し
た
が
っ
て
か
1
る

要
求
は
'
世
界
市
場
鞍
が
激
し
-
な
る
と
と
も
に
そ
れ
白
身
と
し
て
の
貢
要
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
が
'
し
か
し
特
別
税
率
制
度
の

構
想
は
'
こ
の
時
に
新
な
る
意
義
を
附
輿
せ
ら
れ
て
賓
規
せ
し
め
ら
れ
た
.
と
い
ふ
の
は
'
本
圃
産
業
の
危
機
に
直
面
し
た
フ
ラ
ン

ス
は
特
別
税
率
割
安
を
係
印
に
施
行
L
t
そ
れ
に
よ
っ
て
悌
即
関
税
を
本
国
の

1
般
税
率
よ
り
も
夏
に
高
卒
の
も
の
た
ら
し
め
'
も

っ
て
俳
印
市
場
の
遮
断
む

1
犀
厳
重
忙
し
や
う
と
計
っ
た
か
ら
で
あ
る
O
か
-
し
て
改
∬
要
求
の
第

1
鮎
は
'
前
と
は
ま
っ
た
く
逆

の
意
味
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
1
な
っ
た
o

MauriceGuernier;ibid..p.70.
前鴇拙ヲ臨 『俳領印度支那の関税改il:』
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1

改
正
要
求
の
第
二
鮎
は
'
係
印
産
物
の
本
圃
へ
の
無
税
輸
入
車
王
張
す
る
こ
と
に
存
し
た
｡
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
'
係
印
市
場

に
封
す
る
依
存
性
を
張
め
て
わ
た
フ
ラ
ン
ス
は
'
本
圃
と
植
民
地
と
の
結
合
を
出
来
得
る
か
ぎ
-
緊
密
に
し
て
､
も
っ
て

一
大
植
民

帝
園
を
建
設
せ
ん
と
す
る
要
求
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
た
め
に
哲
早
に
本
圃
商
品
の
植
民
地
輸
入
を
無
税
と
す
る
だ
け

で
は
な
く
､
植
民
地
物
産
の
本
国

へ
の
無
視
流
入
を
も
認
め
て
.
そ
の
間
に
相
互
免
樵
制
定
を
葦
現
し
て
植
民
地
側
を
満
足
せ
し
め

る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
本
圃
へ
輸
入
さ
れ
る
主
要
物
産
の
う
ち
大
戦
後
著
し
く
蟹
達
)
.た
ゴ
ム
に
つ
い
て

は
問
題
は
な
い
が
.
儲
印
米
の
輸
入
を
無
税
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
前
述
の
や
う
に
問
題
の
飴
雅
を
存
し
た
C
し
か
し
結
局

一

九
二

八
年

の
故

1t
は
t

t
雁
㌻
べ
亡
の
碑
民
地
物
産
の
撫
祝
流
入
を
認
め
'
改
放
要
求
の
第
二
鮎
も
ま
た
承
認
さ
れ
る
/U
と
～
な
つ

ね
｡
と
は

い
へ

.

て
フ
ン
ス
が
:叶
謝
植
民
地
か
ら
輸
入
し
た
植
妃
地
物
菱
も
触
脱
あ
る
ひ
は
そ
爪
に
等
rし
い
待
遇
を
受
け
た
た
め
Liji

と
鑑
功
刀

によ

っ
て
俳
凹
物
産
が
特
瀧
的
な
取
次
fN,
紅
焚
け
･LP
に
LfH
.た
し)
請
ふ
LJ
と
は
け
挿
す
~
加
ふ

る

ij
氷

り
晦

隙

取

T<
陀

つ

い
て
は
直
ち
に
本
圃
の
小
変
生
産
者
の
尿
封
運
動
を
惹
き
起
し
'
た
め
に
悌
印
米
に
つ
い
て
は
再
び
関
根
が
耽
課

さ
れ
t

か

J

し

て

G

結
局
の
と
こ
ろ
備
印
側
の
要
求
が
全
面
的
に
容
れ
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
は
Bj.
来
な
い
の
で
あ
る
.

か
く
し
て

t
九
二
八
年
の
改
正
制
度
は
､
主
と
し
て
次
の
や
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
0
第

一
に
悌
印
は
従
乗
の
通
-
同

化
植
民
地
に
編
入
さ
れ
る
｡
第
二
に
本
国
商
品
の
併
印
へ
の
玲
人
は
従
来
の
通
り
無
税
と
さ
れ
る
が
'
悌
LuE=
物
産
の
本
国

へ
の
輸
入

も
ま
た
無
税
と
さ
れ
る
0
第
三
に
外
国
品
の
係
印
へ
の
輸
入
に
関
し
て
は
'
常
別
と
し
て
植
木
の
ご
と
-
そ
れ
が
本
圃
へ
輸
入
さ
れ

る
と
き
と
同

1
の
関
根
を
斌
課
さ
れ
る
が
'
こ
れ
に
封
し
て
は
悌
印
側
か
ら
除
外
例
付
輿
を
本
圃
に
講
演
す
る
こ
と
が
出
乗
る
｡
こ

の
や
う
に
一
九
二
八
年
の
改
b
lは
､
備
印
に
同
化
関
根
を
施
行
す
る
と
と
も
に
.
本
圃
と
沸
印
と
の
間
に
相
互
免
税
制
度
を
確
立
す

悌
印
関
税
制
度
の
意
義

r

第

三
番

三
五

`

第

二
批

1
五
五

YvesPegourler;lbld"p.96.



併
印
関
税
制
度
の
意
哉

第
三
番

三

重

1

第
二
班

一
五
六

る
JJ
と
に
よ
っ
て
謂
は
ゆ
る
関
税
同
盟
を
智
重

し
'
さ
ら
に
本
酎
稜
牢
に
封
す
る
除
外
例
御

慶

を
撹
充
し

て
併
印
が
特
別
税
率
制
定

を
享
受
し
う
る
途
を
開
い
た
の
で
あ
㌢

こ
の
歌
.化
は
'
形
式
的
に
は
前
述
の
改
ELT
型
淡
と
ム
最

す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
t
L

か
し
そ
れ
は
臣
に
悌
印
経
解
あ
る
仏
は
そ
れ
を
代
表
す
る
貿
易
発
着
の
要
求
の
結
果
と
し
て
管
現
し
た
も
の
で
は
な
く
し
て
'
新
た

な
る
現
賓
の
敬
展
と
と
も
に
徒
死
と
は
臭
っ
た
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
栂
め
て
成
JUlt

た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

本
圃
柾
桝
の
勢
求
･ii
.
..｣れ
忙
よ
っ
[!J
少
し
も
粗
等
?1-.れ
て
ぬ
た
い
ぼ
中
り
か
'
反
っ
て
そ
の
常
北
社

1L
解
放
児
的
監
隠
微
し
た
1･Ir

.LlJろ
に
本
改
正
の
眼
目
が
有
し
た
の
で
あ
れ
rr
そ
の
隈
-
に
お
い
て
併
印
の
特
殊
事
情
が
参
酌
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
見
る
べ

き
で
あ
ら
う
｡

五

結

{U

以
上
わ
た
し
は
併
即
関
税
制
度
の
基
本
を
た
す

∵
八
九
二
年
の
制
定
を
探
り
上
げ
.
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
の
怖
即
に
封
す
る
軽
解
放

策
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
と
考
へ
て
'
そ
れ
と
フ
ラ
ン
ス
経
済
と
の
繋
-
を
問
題
と
し
.
次
に
は
こ
の
閃
税
制
度
に
封
す
る
改
正
要

求
が
い
か
な
る
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
た
か
を
畳
ね
つ
1
.
そ
れ
を

1
先
づ
係
印
経
蹄
の
側
か
ら
の
要
求
で
あ
る
と
考
へ
た
｡
か
く
し

て
最
後
に
'
こ
の
本
国
経
済
の
立
場
と
悌
別
荘
肺
の
立
場
と
の
対
立
が

一
九
二
八
年
の
改
正
に
よ
っ
て
如
何
に
解
決
さ
れ
た
か
を
問

題
に
し
っ
･･.
結
局
そ
の
外
観
に
鳴
拘
ら
ず
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
本
国
経
済
の
要
求
が
貫
徹
さ
れ
た
と
い
ふ
結
論
に
到
達
し
た
の
で

あ
る
｡
問
題
の
範
圏
は
き
は
め
て
寮
汎
に
わ
た
-
且
つ
す
JJ
ぶ
る
複
雑
で
あ
る
た
め
'
論
語
不
充
分
の
鮎
を
多
く
擾
し
た
が
'

1
磨

の
展
望
を
輿

へ
得
た
と
す
る
な
ら
ば
幸
ひ
で
あ
る
｡

7) B.NogaroetM.M()ye;ibid.,p.202.
8) VltalTalon;LereglmedollaTlierdel'Indo⊂hillC､.】L9･:!2.p.158.etsuiv.


