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シ
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後
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【
要
約
】
本
稿
は
、
一
九
二
五
年
十
月
よ
り
開
催
さ
れ
た
北
京
関
税
特
別
会
議
の
経
過
と
、
そ
れ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
後
の
東
ア
ジ
ア
秩
序
に
持
っ
た
意

味
を
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
は
、
列
強
間
の
国
際
会
議
に
よ
り
、
中
国
の
地
方
政
府
収
入
と
な
っ
て
い
た
巌
金
を
廃
止
し
、
中
央

政
府
の
歳
入
と
な
る
関
税
率
の
増
加
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
会
議
に
際
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
会
議
が
中
国
の
中
央
政
府
と
地
方
政
府

の
問
の
関
税
増
収
分
の
分
配
を
図
る
こ
と
で
、
両
者
の
政
治
的
経
済
的
関
係
の
調
整
を
積
極
的
に
図
る
べ
き
と
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
当
時
の
英
米
関
係

や
帝
国
政
策
を
背
景
と
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
中
国
の
安
定
化
に
対
す
る
列
強
の
協
力
的
な
態
度
の
象
徴
と
し
て
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
が
中
国
に
様
々

な
影
響
力
を
行
使
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
対
し
て
日
本
の
幣
原
外
交
は
、
中
国
政
府
の
国
際
的
責
任
感
の
自
発
的
な
形
成

を
期
待
し
て
中
国
へ
の
不
干
渉
政
策
を
と
っ
て
お
り
、
関
税
会
議
に
対
し
て
も
、
中
国
政
府
自
身
の
努
力
に
応
じ
て
二
・
五
％
以
上
の
増
税
を
実
施
し
、

増
税
分
を
中
国
政
府
の
再
建
の
た
め
の
費
用
に
充
て
る
と
い
う
方
針
を
定
め
た
。
幣
原
の
方
針
は
、
彼
の
新
た
な
日
中
関
係
へ
の
志
向
と
い
う
文
脈
の
中

で
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
会
議
の
失
敗
後
、
日
本
は
申
国
政
府
の
自
主
的
再
建
を
静
観
す
る
方
針
を
取
っ
た
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
北
伐
を
開
始

し
て
い
た
中
国
国
民
党
へ
の
宥
和
政
策
に
踏
み
切
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
宥
和
を
図
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
ワ
シ
ン
ト
ン
条

約
に
基
づ
く
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
安
定
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
長
期
的
に
は
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
日
本
と
の
協
力
的
な
関
係
の
再
建

に
も
役
立
つ
も
の
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
出
国
に
お
け
る
新
た
な
状
況
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
九
巻
二
号
　
二
〇
〇
六
年
三
月
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は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
重
要
な
一
部
分
を
構
成
す
る
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
に
基
づ
き
、
一
九
二
五
年
十
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て
開

催
さ
れ
た
北
京
関
税
特
別
会
議
の
経
過
を
、
そ
の
準
備
段
階
と
会
議
失
敗
後
の
各
国
の
対
応
を
含
め
て
解
明
し
、
か
つ
そ
れ
を
ワ
シ
ン
ト
ン
条

約
後
の
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
在
り
方
お
よ
び
そ
の
変
容
と
い
う
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
北
京
関
税
特
別
会
議
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
て
は
、
臼
井
勝
美
に
よ
る
研
究
が
基
礎
的
文
献
と
し
て
存
在
す
る
が
、
本
文
に
述
べ
る
よ
う
に
、
中
心
と
し
て
扱
わ
れ
る
日
本
の
方
針
に
対

す
る
理
解
が
不
十
分
で
、
さ
ら
に
英
米
の
動
向
に
対
す
る
整
理
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
各
国
の
対
応
を
相
対
的
に
捉
え
、
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
上
で
大
き
な
課
題
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
関
税
会
議
に
言
及
し
た
論
考
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
う
し
た
課
題
に
応
え
た
も
の
は
な
く
、

せ
い
ぜ
い
会
議
に
お
け
る
様
々
な
提
案
や
主
張
の
一
部
分
を
基
に
、
会
議
に
対
す
る
各
国
の
態
度
を
短
絡
的
に
評
価
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
何
よ
り
会
議
に
お
け
る
争
点
を
整
理
し
、
経
過
を
再
構
成
す
る
基
礎
的
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
の
は
、
一
次
史
料
た
る
外
交
文
書
が
相
当
量
に
及
び
、
要
領
を
汲
み
取
り
に
く
い
た
め
、
そ
れ
を
通
読
し
、

会
議
に
お
け
る
争
点
の
変
化
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
、
臼
井
以
降
、
登
場
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
英
米
、
と
り
わ
け
第
一
次
世
界

大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
内
外
政
策
に
関
す
る
研
究
へ
の
関
心
が
低
か
っ
た
た
め
に
、
既
存
の
日
本
外
交
史
研
究
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
第
～
次

世
界
大
戦
後
の
国
際
的
理
念
の
変
化
に
対
応
す
る
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
の
在
り
方
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
研
究
が
、
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

よ
る
。
一
九
六
五
年
に
公
刊
さ
れ
た
入
江
昭
の
研
究
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
秩
序
に
つ
い
て
、
日
英
米
の
そ
の
時
々
の
利
害
の

対
立
、
各
国
の
国
益
の
対
立
点
や
共
通
点
を
時
系
列
的
に
追
跡
し
て
い
く
と
い
う
、
伝
統
的
な
外
交
史
の
手
法
に
則
っ
た
叙
述
を
行
っ
て
い
る
。

基
礎
的
調
査
の
不
十
分
さ
や
事
実
関
係
の
誤
り
は
別
に
し
て
も
、
交
渉
の
接
点
を
追
跡
す
る
と
い
う
手
法
を
越
え
る
、
新
た
な
研
究
視
点
の
提

起
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
応
え
る
研
究
も
や
は
り
登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
し
か
し
、
B
・
」
・
C
・
マ
カ
ー
チ
ャ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
に
関
す
る
諸
研
究
は
、
臼
井
や
入
江
の
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よ
う
な
伝
統
的
な
外
交
史
の
研
究
視
点
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
の
内
外
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
国
力
が
低
下
す
る
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
的
再
建
を
進
め
、
あ
る
い
は
民
族
自
決
の
理
念
の
登
場
に

よ
る
帝
国
へ
の
内
外
の
批
判
に
対
処
す
る
た
め
、
一
方
で
ア
メ
リ
カ
を
国
際
協
調
に
誘
導
し
、
ア
メ
リ
カ
と
の
協
力
を
実
現
し
な
が
ら
、
他
方

で
国
際
連
盟
を
支
え
る
こ
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
再
建
に
向
け
た
イ
ギ
リ
ス
の
主
導
権
を
発
揮
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
、
帝
国
領

域
に
部
分
的
な
自
治
を
認
め
・
商
接
統
塵
の
理
念
の
下
に
統
治
改
革
を
進
め
・
必
要
に
応
じ
て
国
際
連
盟
と
の
霧
を
図
る
》
」
と
で
・
民

族
自
決
の
理
念
に
対
応
し
た
新
た
な
帝
国
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
た
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
東
ア
ジ
ア
外
交
も
ま
た
、
こ

う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
全
体
的
な
外
交
・
帝
国
戦
略
の
一
環
と
し
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
全
体
的
政
策
体
系
を
踏
ま
え
た
上
で
、
外
交

交
渉
上
の
個
別
的
争
点
を
再
評
価
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
・
帝
国
政
策
の
形
成
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
内
政
策
や
政
治
の
在
り
方
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
で
も

あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
外
交
に
つ
い
て
も
、
政
党
政
治
の
始
ま
り
に
対
応
す
る
幣
原
外
交
の
理
念
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト

ン
会
議
後
の
日
本
外
交
、
と
り
わ
け
幣
原
外
交
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
国
内
的
な
政
治
動
向
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
議
論
を
別
に
用
意
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
以
下
に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
側
の
動
向
に
多
く
の
比
重
を
置
く
形
で
議
論
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
の
対
応
を

よ
り
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
、
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
①
自
費
勝
美
噸
日
本
と
中
国
i
大
正
時
代
一
口
（
門
近
代
日
本
外
交
史
叢
書
」

　
七
、
原
書
房
、
一
九
七
二
年
）
。

②
最
近
の
も
の
と
し
て
、
後
藤
春
美
コ
九
二
〇
年
代
中
国
に
お
け
る
日
英
『
協

　
調
』
」
、
木
畑
洋
～
二
軍
『
日
英
交
流
史
　
～
六
〇
〇
i
二
〇
〇
〇
騒
第
一
巻
（
東

　
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
西
田
敏
宏
「
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
と
幣
原

　
外
交
i
一
九
一
西
～
一
九
二
七
年
！
」
の
O
『
法
学
論
叢
隔
一
四
七
巻
二
号
、

　
二
〇
〇
〇
年
五
月
、
一
四
九
巻
【
号
、
二
〇
〇
一
年
四
月
。

③
》
寄
葉
身
ρ
恕
免
こ
意
ミ
ミ
§
㍉
§
§
、
き
誉
、
ミ
N
§
ミ
誉
こ
ミ
ぎ
き
、

　
肉
毯
ひ
殴
捻
ト
㎏
蕊
N
（
0
9
ヨ
び
ユ
匹
α
q
Φ
曽
ζ
器
。
。
∴
頃
践
く
四
重
¢
駄
く
輿
ω
団
受
℃
話
。
・
ρ
一
⑩
①
㎝
ソ

　
邦
訳
・
入
江
昭
『
極
東
薪
秩
序
の
模
索
』
（
原
省
房
、
一
九
六
八
年
）
。

④
ω
■
旨
ρ
竃
。
囚
縛
9
Φ
H
り
孚
§
窮
ミ
§
駄
㌧
§
ミ
，
、
し
u
識
§
㌶
、
防
§
恥
駄
賦
。
ミ
篭
嘩

　
驚
ミ
謡
§
亀
ミ
暮
鴨
箏
ミ
ミ
恥
ミ
翁
M
電
G
。
9
硲
へ
q
（
○
”
ヨ
び
凱
画
σ
Q
Φ
”
0
9
ヨ
冨
乙
α
q
①

　
q
融
く
Φ
H
巴
曙
℃
冨
ω
ω
■
一
〇
り
㊤
）
．

⑤
冒
訂
≦
．
O
Φ
芦
、
0
9
。
巳
巴
邑
‘
・
．
．
ヨ
§
Q
O
暮
ミ
ミ
§
q
駄
§
し
口
・
砿
職
簿

　
肉
§
篭
℃
，
魯
く
。
ピ
H
＜
”
§
鳴
ぎ
§
ミ
ミ
昏
§
ミ
章
Φ
臼
9
翠
黛
些
ζ
’
ゆ
H
o
毒
昌
m
巳

　
類
多
力
。
σ
q
①
酬
い
。
臥
ω
（
○
改
9
ル
累
Φ
≦
団
9
瞠
”
○
駄
。
乱
¢
老
く
曾
ω
一
局
軍
①
ω
ω
レ
8
り
Y
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イ
ギ
リ
ス
の
外
交
・
帝
国
政
策
と
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約

　
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
九
二
五
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
北
京
関
税
特
別
会
議
の
開
会
直
前
、
新
四
国
借
款
団
の
チ

ャ
ー
ル
ズ
・
ア
デ
ィ
ス
は
、
借
款
団
会
議
後
の
晩
餐
会
の
場
で
関
税
会
議
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
こ
れ
は
後
述

の
よ
う
に
、
北
京
関
税
特
別
会
議
に
先
立
ち
イ
ギ
リ
ス
の
提
起
し
た
、
中
国
の
内
政
改
革
案
に
対
す
る
期
待
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
出
金
の
廃
止
と
、
特
別
会
議
の
決
定
す
べ
き
主
要
な
課
題
で
あ
る
曲
金
廃
止
ま
で
の
暫
定
的
な
条
件
規
定
は
、

　
　
金
融
問
題
と
切
り
離
せ
な
い
、
極
め
て
重
要
な
政
治
的
お
よ
び
財
政
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
対
応
に
あ
た
る
べ
き
政
府
、
保
護
や
保
証
を
与
え
る
こ

　
　
と
の
で
き
る
致
府
が
必
要
で
あ
る
。
特
別
会
議
が
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

　
　
地
方
歳
入
へ
の
配
分
問
題
に
関
す
る
中
央
政
麻
と
の
合
意
は
、
地
方
政
府
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
全
く
満
足
す
べ
き
も
の
に
は
な
り
え
な
い
、

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
政
機
構
が
創
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
課
題
は
困
難
で
あ
る
が
、
克
服
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
特
別
会
議
は
本
質

　
　
的
に
、
事
態
を
安
定
化
す
る
影
響
力
を
行
使
す
べ
き
で
あ
る
。
会
議
は
中
国
の
穏
健
派
と
急
進
派
の
代
表
を
含
ん
で
い
る
。
穏
健
派
が
優
位
に
立
て
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
ど
う
か
は
、
特
別
会
議
の
機
転
と
知
恵
に
大
き
く
か
か
っ
て
い
る
。

　
W
・
R
・
ル
イ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
民
族
自
決
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時

代
に
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
世
界
で
最
も
多
様
な
民
族
を
含
ん
で
い
る
が
故
に
、
諸
民
族
間
の
調
和
を
実
現
し
て
い
く
経
験
と
そ
の
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
を
有
し
て
い
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
た
。
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
帝
国
と
い
う
存
在
に
対
す
る
内
外
の
批
判
に
応
え
、
か
つ
広
大
な

領
域
内
の
統
治
を
安
定
化
す
る
た
め
に
、
帝
国
の
存
在
意
義
に
対
す
る
再
編
成
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
中
で
中
心
と
な
る
の
が
、
各
地
に
お
け

る
穏
健
な
自
治
政
府
の
育
成
と
い
う
理
念
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
イ
ン
ド
に
お
け
る
モ
ン
タ
ギ
ュ
・
チ
ェ
ル
ム
ス
フ
ォ
ー
ド
改
革
の
よ
う
に
、

イ
ギ
リ
ス
は
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
自
治
政
府
の
建
設
に
積
極
的
に
協
力
す
る
姿
勢
を
示
す
こ
と
で
、
帝
国
の
新
た
な
存
在
意
義
を

提
起
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
統
治
理
念
の
変
化
は
、
現
地
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
「
間
接
統
治
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
た
が
、
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右
の
引
用
も
ま
た
、
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
大
戦
後
の
帝
国
政
策
の
理
念
を
反
映
し
て
い
た
。
そ
し
て
中
国
に
お
い
て
こ
う
し
た
政
策
を
進
め

る
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
重
要
な
一
部
を
構
成
す
る
、
中
国
の
関
税
に
関
す
る
条
約
、
通
称
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
の
規

　
　
　
　
③

定
で
あ
っ
た
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
は
、
一
九
〇
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
と
清
朝
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
丈
長
通
商
条
約
、
通
称
マ
ッ
ケ
ー
条
約
を
基
礎
に
、

中
国
と
列
強
の
間
で
締
結
さ
れ
た
通
商
条
約
の
改
定
条
件
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
マ
ッ
ケ
ー
条
約
は
そ
れ
ま
で
従

価
五
％
に
固
定
さ
れ
た
中
国
の
関
税
率
を
、
中
国
国
内
の
内
地
通
過
税
で
あ
る
麓
金
の
廃
止
を
条
件
に
二
・
五
％
な
い
し
七
・
五
％
増
加
さ
せ
る

こ
と
を
定
め
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
単
に
イ
ギ
リ
ス
と
清
朝
の
間
の
合
意
に
と
ど
ま
ら
ず
、
翌
一
九
〇
三
年
に
は
ア
メ
リ
カ
と
日
本
も
、

こ
れ
に
準
拠
し
た
改
訂
通
商
条
約
を
清
朝
と
締
結
す
る
に
至
っ
て
い
た
。
対
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
は
、
条
約
調
印
か
ら
三
か
月
以
内
に

二
・
五
％
の
関
税
率
増
加
実
施
の
た
め
の
細
目
条
件
と
、
燈
金
廃
止
を
条
件
と
す
る
五
％
な
い
し
七
・
五
％
の
関
税
率
増
加
実
施
の
た
め
の
細
目

条
件
を
決
定
す
る
国
際
会
議
を
開
催
す
る
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
英
中
間
の
条
約
上
の
規
定
を
基
礎
と
す
る
個
別
の
条
約
秩
序
を
、

二
・
五
％
増
加
分
に
つ
い
て
は
楚
金
廃
止
を
条
件
か
ら
は
ず
す
形
で
修
正
し
な
が
ら
、
多
国
間
条
約
と
し
て
継
承
・
再
編
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
中
金
の
廃
止
お
よ
び
そ
れ
と
連
動
し
た
関
税
改
革
が
中
国
の
政
治
的
・
経
済
的
再
建
に
重
要
な
意
味

を
持
ち
得
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
一
九
〇
二
年
の
マ
ッ
ケ
ー
条
約
成
立
を
画
期
と
す
る
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
長
期
的

な
中
国
に
お
け
る
財
政
・
税
制
状
況
と
海
関
行
政
の
性
格
に
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
中
国
に
お
け
る
財
政
・
税
制
と
海
関
行
政
に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司
に
よ
る
浩
灘
な
研
究
が
存
在
す
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ワ
シ
ン
ト

ン
関
税
条
約
に
基
づ
く
関
税
特
別
会
議
の
目
的
は
、
従
来
の
従
価
五
％
の
関
税
率
に
対
す
る
二
・
五
％
の
付
加
税
実
施
お
よ
び
押
金
廃
止
に
伴

う
七
・
五
％
ま
で
の
付
加
税
実
施
の
た
め
の
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
追
加
税
率
は
、
元
来
は
子
口
達
税
と
呼
ば
れ
て

お
り
（
日
本
外
交
文
書
中
で
は
「
抵
担
税
」
と
表
記
）
、
そ
の
起
原
は
、
ア
ロ
ー
戦
争
の
終
結
を
受
け
て
締
結
さ
れ
た
一
八
五
八
年
の
天
津
条
約
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
も
そ
も
ア
ロ
ー
戦
争
は
、
広
東
の
み
に
海
外
貿
易
を
認
め
て
い
た
清
朝
の
管
理
貿
易
体
制
を
欧
米
の
国
際
自
由
貿
易
秩
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序
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
中
国
は
、
輸
入
品
に
対
す
る
従
価
五
％
の
関
税
率
を
強
要
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、

当
時
の
中
国
に
、
中
央
政
府
の
下
で
の
統
一
的
な
関
税
徴
収
機
構
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
関
税
の
徴
収
は
、
主
と

し
て
外
国
貿
易
の
権
限
を
付
与
さ
れ
た
特
権
商
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
ア
ロ
ー
戦
争
後
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
海
関
総
税

務
司
制
度
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
行
政
機
構
と
し
て
の
関
税
徴
収
制
度
が
実
現
し
た
。
し
か
も
当
時
の
中
国
財
政
は
、
清
朝
の
中
央
財
政
が
王

室
財
政
と
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
国
的
な
財
政
…
機
構
は
ほ
と
ん
ど
未
整
備
の
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
方
行
政
の
執
行
は
、
基
本
的

に
地
方
財
源
に
よ
る
か
、
清
朝
の
命
令
に
基
づ
く
地
方
間
の
相
互
補
助
的
な
措
竃
に
よ
る
か
で
あ
っ
て
、
中
央
財
源
に
基
づ
く
集
権
的
な
行
政

措
置
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
中
国
の
地
方
行
政
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
来
は
中
央
政
府
の
管
轄
下
に
あ
る

べ
き
軍
事
・
外
交
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
そ
れ
ら
は
事
実
上
、
地
方
に
基
盤
を
置
く
有
力
漢
人
官
僚
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ

っ
た
。
彼
ら
は
、
清
朝
か
ら
必
要
な
行
政
経
費
を
保
証
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
清
朝
の
高
官
と
し
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
行
政
地
域
か
ら

得
ら
れ
る
税
収
を
自
ら
の
財
政
基
盤
と
し
、
そ
れ
を
背
景
に
中
央
地
方
行
政
の
貴
任
者
と
し
て
清
朝
を
支
え
て
い
た
。
官
金
と
は
こ
う
し
た
状

況
下
、
そ
れ
も
特
に
太
平
天
国
の
乱
が
勃
発
し
、
清
朝
の
財
政
的
軍
事
的
脆
弱
性
が
露
呈
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
各
地
方
政
府
が
当
該
地
域

を
通
過
す
る
商
品
に
対
し
て
課
し
た
通
過
税
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
各
地
方
政
権
の
重
要
な
財
源
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
中
国

に
輸
入
さ
れ
る
商
品
は
、
決
し
て
関
税
の
み
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
驚
金
の
も
た
ら
す
通
商
上
の
弊
害
に
対
処
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
が
、
天
津
条
約
に
お
け
る
子
口
半
税
の
規
定
で
あ
っ
た
。

子
口
半
税
と
は
、
正
規
の
関
税
率
で
あ
る
従
価
五
％
に
上
乗
せ
し
て
支
払
わ
れ
る
二
・
五
％
の
追
加
税
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
支
払
う
こ
と
で
楚

金
の
免
除
を
保
証
す
る
子
口
単
（
三
連
単
）
と
い
う
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
慧
金
は
商
品
移
動
の
度
毎
に
課
せ
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
い
わ
ば
海
関
で
～
括
納
税
す
る
形
で
、
董
金
徴
収
に
伴
う
価
格
的
な
い
し
便
宜
的
な
弊
害
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
地
方
財
政
に
お
け
る
楚
金
の
重
要
性
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
っ
て
、
子
口
車
税
の
制
度
は
実
際
に
は
う
ま
く
…
機
能
し
な
か

っ
た
。
根
本
的
な
問
題
は
、
麓
金
が
地
方
政
府
の
財
源
に
な
っ
た
の
に
対
し
、
海
関
税
や
子
口
郵
税
は
清
朝
の
中
央
財
源
と
な
っ
て
い
た
点
で
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あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
楚
金
を
廃
止
し
、
子
口
半
税
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
清
朝
に
よ
っ
て
中
央
行
政
機
構
が
確
立
さ

れ
、
地
方
行
政
府
を
掌
握
し
て
い
く
こ
と
が
そ
の
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
外
国
製
晶
に
課
せ
ら
れ
る
関
税
を
中
央

政
府
の
下
に
＝
兀
化
す
る
こ
と
を
も
意
昧
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
〇
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
と
清
朝
と
の
問
で
締
結
さ
れ
た
マ
ッ
ケ
ー
条
約
は
、
蟹
金
の
廃
止
に
よ
る
七
・
五
％
ま
で
の
子
ロ
半
税
の
実
施
を

定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
税
率
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
、
そ
の
実
現
が
清
朝
の
中
央
行
政
機
構
の
整
備
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
英
清
双
方
が
事
実
上
確
認
し
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
も
十
九
世
紀
後
半
を
通
じ
て
清
朝
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る

海
関
収
入
を
重
要
な
中
央
政
府
財
源
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
依
存
傾
向
を
強
め
た
ば
か
り
か
、
関
税
収
入
を
担
保
に
外
債
を
導
入
す
る
ま
で
に

な
っ
て
い
た
。
清
朝
に
と
っ
て
、
子
口
半
税
の
実
施
は
中
央
財
源
の
増
加
を
意
味
し
て
お
り
、
さ
ら
に
通
商
に
関
し
て
も
、
子
口
角
税
の
規
定

は
外
国
商
品
に
し
か
適
用
さ
れ
ず
、
た
と
え
そ
れ
が
厳
密
に
施
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
馬
田
に
よ
っ
て
中
国
製
品
が
よ

り
重
い
負
担
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
マ
ッ
ケ
ー
条
約
締
結
ま
で
の
英
清
問
の
交
渉
で
は
、
清
朝
側
は
地
金
の
廃

止
を
関
税
率
増
加
の
条
件
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
要
求
を
内
政
干
渉
と
し
て
批
判
す
る
一
方
で
、
清
朝
側
に
も
、
籏
金
の
廃
止
を
清
朝
の
行
政
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

率
化
や
国
内
産
業
の
育
成
に
資
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
マ
ッ
ケ
i
条
約
は
、
清
朝
の
中
央
行
政
機

構
の
整
備
、
課
税
体
系
の
合
理
化
に
よ
る
市
場
開
放
と
中
国
産
業
の
育
成
、
そ
し
て
清
朝
の
財
政
基
盤
の
強
化
と
い
っ
た
様
々
な
機
能
を
担
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
政
府
の
海
関
収
入
へ
の
依
存
傾
向
は
、
一
九
一
一
年
の
清
朝
の
崩
壊
か
ら
震
世
凱
の
時
代
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
北

洋
政
権
の
時
代
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
後
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
、
マ
ッ
ケ
ー
条
約
に
基
づ
く
関
税
率
改
定
条

件
を
多
国
里
条
約
と
し
て
再
確
認
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
付
加
税
の
規
定
を
定
め
た
こ
と
は
、
た
と
え
清
朝
が
崩
壊
し
、
ま
た
関
税
の
徴
収
が
イ
ギ

リ
ス
人
に
よ
る
海
関
行
政
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
国
に
お
け
る
統
～
的
行
政
機
構
の
形
成
を
促
す
規
定
と
し
て
、
重
視
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
は
新
た
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
関
税
条
約
が
締
結
さ
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れ
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
会
議
に
お
い
て
中
国
代
表
が
、
関
税
自
・
王
権
の
承
認
要
求
が
却
下
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
代
案
と
し
て
、
北
京
政

府
の
財
政
逼
迫
や
外
債
整
理
の
必
要
を
理
由
に
関
税
率
の
増
加
を
求
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
の
財
政
強
化
策
と
し
て
の
関
税

率
増
加
と
い
う
要
求
は
、
中
国
に
お
け
る
統
一
政
権
の
形
成
に
と
っ
て
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
確
か
に
、
関
税
率
の
増
加
に
よ
っ
て
中

国
政
府
の
収
入
が
増
加
す
れ
ば
、
統
一
政
権
形
成
の
直
接
的
な
財
政
基
盤
と
は
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
国
の
政
情
が
現
状
の
ま
ま
、

北
京
政
府
の
収
入
が
増
加
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
統
一
政
権
が
実
現
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
逆
に
南
北
対
立
の
火
種
を
抱
え
た
状
況

に
あ
っ
て
は
国
内
対
立
を
助
長
す
る
可
能
性
す
ら
懸
念
さ
れ
た
。
問
題
は
、
中
国
中
央
政
府
の
財
政
収
入
を
増
加
さ
せ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を

建
設
的
に
運
用
し
、
貿
易
を
通
じ
た
中
国
内
外
の
経
済
発
展
を
保
障
で
き
る
、
全
国
政
権
と
し
て
実
体
の
あ
る
行
政
…
機
構
が
そ
れ
に
伴
う
か
ど

う
か
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
中
国
の
現
政
権
が
財
政
逼
迫
を
理
由
に
安
易
に
関
税
率
の
増
加
を
要
求
し
て
い
る
状
況
は
、

中
国
中
央
政
府
が
統
一
政
権
と
し
て
確
立
さ
れ
、
寸
秒
の
廃
止
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う
見
通
し
を
、
む
し
ろ
否
定
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ

た
。
以
上
の
よ
う
な
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
と
そ
の
後
の
経
過
は
、
中
国
に
お
け
る
統
一
行
政
機
構
の
形
成
に
対
応
し
て
中
央
政
府
へ
の
関
税
収
入

を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
、
つ
ま
り
関
税
率
の
増
加
に
中
性
統
一
政
権
形
成
の
動
機
付
け
と
し
て
の
意
義
を
与
え
た
マ
ッ
ケ
ー
条
約
の
規
定
が
、

ほ
と
ん
ど
…
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
に
対
す
る
姿
勢
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
背
景
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
第
～
次
世
界
大
戦
中
の
英
米
問
の

債
務
問
題
に
関
す
る
最
終
調
整
が
な
さ
れ
て
い
た
一
九
二
三
年
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
A
・
A
・
H
・
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
極

東
課
長
を
ア
メ
リ
カ
に
派
遣
し
、
ア
メ
リ
カ
側
と
関
税
会
議
に
つ
い
て
意
見
調
整
を
行
い
、
関
税
増
収
分
は
中
国
側
の
利
益
と
な
る
目
的
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

め
に
使
用
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
何
ら
か
の
保
護
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
た
。
そ
し
て
、
関
税
増
収
分
を
直
ち
に

債
務
整
理
に
充
て
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
債
務
整
理
が
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
直
接
の
理
由
は
、
債
務
の
膨
大
さ
に
照

ら
し
、
債
務
償
還
の
た
め
に
高
率
の
関
税
を
施
行
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
は
関
税
増
収
を
求
め
る
理

由
の
一
つ
に
外
債
整
理
を
掲
げ
て
お
り
、
ま
た
日
本
や
フ
ラ
ン
ス
は
中
国
へ
の
関
税
増
収
を
外
債
整
理
に
充
て
る
こ
と
を
強
く
求
め
て
い
た
。
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ま
た
、
ア
メ
リ
カ
も
債
務
整
理
の
原
則
そ
の
も
の
は
堅
持
し
て
お
り
、
さ
ら
に
英
米
の
出
先
も
こ
の
問
題
を
重
視
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で

よ
り
重
要
な
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
債
務
問
題
を
重
視
し
な
い
方
針
を
打
ち
出
し
た
か
で
あ
っ
た
。
一
年
後
の
～
九
二
四
年
二

月
初
め
、
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
外
相
よ
り
マ
ク
レ
！
に
送
ら
れ
た
訓
令
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
　
貴
下
や
ア
メ
リ
カ
公
使
が
支
持
す
る
、
二
・
五
％
の
増
収
は
無
担
保
債
務
の
た
め
の
積
み
立
て
に
の
み
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
は
、
そ
れ

　
　
が
ど
れ
だ
け
中
国
中
央
政
府
の
一
時
的
な
信
用
圓
復
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
中
国
の
財
政
再
編
成
に
重
大
な
貢
献
を
す
る

　
　
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
し
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
中
国
の
利
益
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
ど
れ
だ
け
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
明
確
に
さ
れ
た
意
図
を
実
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
理
解
で
き
な
い
。

　
一
九
；
二
年
初
め
に
、
英
米
問
で
中
国
に
対
し
何
ら
か
の
保
護
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
右
の
引
用
で
も
「
財
政
再
編
成
」
へ

の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
の
規
定
は
構
造
と
し
て
は
マ
ッ
ケ
ー
条
約
を
引
き
継
い
で
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

条
約
上
の
規
定
か
ら
想
定
さ
れ
る
中
国
の
自
主
的
な
国
内
改
革
に
期
待
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
列
強
に
よ
る
よ
り
積
極
的
な
、
し
か
し
あ
く
ま

で
内
政
干
渉
に
は
な
ら
な
い
何
ら
か
の
補
助
的
措
置
を
施
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン

関
税
条
約
、
ひ
い
て
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
そ
の
も
の
が
、
単
に
そ
の
規
定
を
順
守
す
べ
き
も
の
と
い
う
以
上
に
規
定
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
た

根
本
的
な
目
的
、
す
な
わ
ち
中
国
の
政
治
的
・
経
済
的
再
建
と
い
う
理
念
に
則
っ
て
、
弾
力
的
に
運
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
発
展
支
援
に
影
響
力
を
積
極
的
に
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
力
を

維
持
・
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
戦
略
が
、
明
ら
か
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
国
に
対
す
る
債
務
問
題
を
重
視
し
な
い
姿
勢
を
明
確
に
し
た
の
は
、
そ
れ
が
当
時
の
英
米
間
の
第
一
次
世

界
大
戦
後
の
戦
費
債
務
を
め
ぐ
る
対
立
・
協
調
関
係
と
、
対
応
す
る
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ

リ
カ
に
対
し
十
億
ポ
ン
ド
の
債
務
を
負
う
一
方
で
、
他
の
連
合
国
に
対
し
四
十
億
ポ
ン
ド
の
債
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
連
合
国
間
の
債

務
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
復
興
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
賠
償
が
得
ら
れ
な
け
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れ
ば
債
務
の
償
還
が
不
可
能
で
、
か
つ
戦
時
中
に
最
大
の
人
的
被
害
を
出
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
債
務
そ
の
も
の
の
軽
減
を
強
く
要
求
し
、
イ

ギ
リ
ス
も
そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
主
張
に
理
解
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
が
最
初
に
打
ち
出
し
た
方
針
は
、
連
合
諸
国

間
の
債
務
を
相
互
に
放
棄
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
構
想
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
一
九
二
二
年
八
月
、
バ
ル

フ
ォ
ア
に
よ
る
声
明
と
い
う
形
で
、
ア
メ
リ
カ
に
返
済
す
る
債
務
額
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
債
権
を
放
棄
す
る
方
針
を
明
ら

か
に
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
仏
債
権
と
ア
メ
リ
カ
の
対
英
債
権
を
連
動
さ
せ
つ
つ
、
相
互
に
部
分
的
に
放
棄
す
る
こ
と
を
目
指
す
提
案
を
行
っ
た

が
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
も
拒
否
し
た
。
最
終
的
に
、
一
九
二
二
年
十
月
に
成
立
し
た
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
内
閣
の
下
、
翌
年
一
月
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
蔵
相
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
総
裁
モ
ン
羽
重
ュ
・
ノ
ー
マ
ン
が
訪
米
し
、
一
九
八
五
年
ま
で
年
率
三
・
三
％
で
九
億
八
千
万
ポ
ン
ド
の
債
務

の
償
還
を
行
う
と
い
う
合
意
が
で
き
あ
が
っ
た
。
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
内
閣
は
、
ア
メ
リ
カ
の
態
度
に
反
発
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
こ
れ
を
承
認
し

た
。
こ
の
間
、
一
九
二
二
年
一
二
月
に
設
立
さ
れ
た
ド
ー
ズ
委
員
会
は
、
マ
ル
ク
の
安
定
、
ド
イ
ツ
の
均
衡
財
政
の
実
現
、
そ
し
て
賠
償
問
題

な
ど
に
取
り
組
み
、
さ
ら
に
英
米
の
政
策
協
調
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
強
硬
姿
勢
が
抑
え
ら
れ
た
結
果
、
～
九
二
四
年
四
月
に
ド
ー
ズ
・
プ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ン
が
成
立
し
、
年
末
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
に
よ
る
ド
イ
ツ
へ
の
融
資
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
、
債
務
の
相
互
放

棄
提
案
か
ら
英
米
問
の
債
務
償
還
協
定
の
成
立
に
至
る
過
程
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
対
米
債
務
の
償
還
協
定
を
先
行
的
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
賠

償
問
題
を
金
融
専
門
委
員
会
に
委
ね
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
投
資
を
促
す
こ
と
を
目
指
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
イ
ギ
リ

ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
再
建
の
た
め
の
負
担
を
負
う
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
を
国
際
協
調
に
誘
導
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

　
対
し
て
、
こ
れ
と
併
行
的
に
進
め
ら
れ
た
中
国
の
債
務
問
題
に
関
す
る
英
米
の
意
見
調
整
は
、
無
担
保
債
務
の
放
棄
を
目
指
す
も
の
で
な
く
、

あ
く
ま
で
増
税
分
の
使
途
に
関
す
る
問
題
で
し
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
債
務
問
題
ほ
ど
に
、
英
米
間
に
深
刻
な
対
立
は
生

ま
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
債
務
問
題
へ
の
寛
大
な
対
応
を
求
め
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
が
、
同
種
の
債
務
問
題
で
中

国
に
対
し
厳
し
い
態
度
で
臨
む
こ
と
は
、
前
後
矛
盾
し
た
利
己
的
な
態
度
で
あ
り
、
不
可
能
で
あ
っ
た
。
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
対
中
債
権

の
多
く
が
関
税
収
入
を
担
保
と
し
、
保
証
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
無
担
保
債
務
の
問
題
が
中
国
の
経
済
再
建
に
も
た
ら
し
か
ね
な
い
悪
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影
響
に
の
み
関
心
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
イ
ギ
リ
ス
が
重
視
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
原
則
を
尊
重
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
い
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
方
針
に
近
づ
け
、
政
策
協
調
を
実
現
し
て
い
く
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
国
の
再
建
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
が
主

導
権
を
発
揮
し
て
い
く
上
で
、
必
要
な
前
提
で
も
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
そ
う
し
た
方
針
に
基
づ
き
、
中
国
が
口
実
と
し
て
取
り
上
げ
た
だ
け

の
債
務
問
題
に
は
取
り
合
わ
ず
、
列
強
の
指
導
的
立
場
の
下
で
中
国
の
財
政
制
度
改
革
を
推
進
し
、
内
政
干
渉
と
は
一
・
線
を
画
す
る
ワ
シ
ン
ト

ン
条
約
の
弾
力
的
運
用
と
そ
の
実
効
化
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
い
う
中
国
の
財
政
制
度
改
革
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
中
国
の
中
央
政
府
と
地
方
政
府
間
の
財
務
調
整
の
こ
と
で
あ
る
。
既
述
の

よ
う
に
、
身
金
が
地
方
政
府
の
重
要
な
財
源
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
麓
金
の
廃
止
を
進
め
る
た
め
に
は
地
方
収
入
に
対
す
る
何
ら
か
の
補
償
措

置
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
ま
ず
、
関
税
特
別
会
議
が
申
国
に
関
税
率
の
増
加
を
認
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
増
収
分
を
受
け
取

る
べ
き
中
国
の
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
問
の
配
分
問
題
に
つ
い
て
、
調
整
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

関
税
増
収
分
が
内
戦
に
浪
費
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
と
共
に
、
中
国
に
お
け
る
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
対
立
を
緩
和
し
、
ひ
い
て
は
中
国
の
政

治
的
経
済
的
安
定
化
を
促
進
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
列
強
間
の
協
調
の
下
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
国
の
政
治
経
済
の
再
建
に
主
導
権

を
発
揮
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
世
界
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
的
威
信
を
再
確
立
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
マ
ク
レ
i
中
国
公
使
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
援
者
と
し
て
の
立
場
を
意
識
し
、
中
国
が
特
別
会
議
の
開
催
を
促
す
べ
く
一
九
二
四
年
三
月

に
予
備
会
議
の
開
催
を
提
唱
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
本
国
に
報
告
し
て
い
た
。

私
は
、
中
国
政
府
に
よ
る
予
備
会
議
の
申
請
を
、
彼
ら
が
破
産
を
認
め
、
そ
の
財
政
的
困
難
を
救
う
べ
く
、
列
強
の
介
入
を
事
実
上
要
請
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
特
別
会
議
に
お
い
て
中
国
財
政
に
関
す
る
議
論
が
避
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
国
家
歳
入
と
地
方
歳
入
と
を
明
確
に

区
別
す
る
こ
と
で
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
財
務
関
係
を
有
効
に
機
能
す
る
機
構
へ
と
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
北
京
政
府
が
適
切
な
予
算
を
組
む
こ
と

も
可
能
に
な
る
よ
う
、
中
国
政
府
に
対
し
、
国
税
徴
収
の
方
法
に
つ
い
て
何
ら
か
の
改
革
を
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
外
国
の
管
理
下
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
な

く
、
ま
た
包
括
的
計
画
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
徹
底
的
な
改
革
を
実
行
す
る
こ
と
を
我
々
が
付
加
税
実
施
に
同
意
す
る
た
め
の
条
件
と
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⑨

　
　
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
マ
ク
レ
ー
の
見
解
は
、
そ
の
密
接
な
連
携
の
下
で
作
成
さ
れ
た
、
タ
イ
チ
マ
ン
に
よ
る
北
京
関
税
会
議
へ
の
草
案
に
反
映
さ
れ
た
。
一
九
二

四
年
九
月
に
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
提
出
さ
れ
た
タ
イ
チ
マ
ン
の
案
は
、
二
・
五
％
付
加
税
の
実
施
条
件
と
し
て
、
関
税
増
収
分
の
一
部
を
五
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

廃
止
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
地
方
政
府
財
源
に
充
当
す
る
こ
と
を
中
心
に
増
税
問
題
を
包
括
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
列
強
の
支

援
下
で
、
中
国
中
央
政
府
と
地
方
政
府
と
の
合
意
形
成
を
目
指
し
つ
つ
、
麓
金
の
廃
止
を
進
め
よ
う
と
し
た
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
・
植
民

地
政
策
を
特
徴
付
け
る
間
接
統
治
の
理
念
と
手
法
と
を
、
現
地
の
状
況
に
通
暁
す
る
中
国
在
任
外
交
官
の
主
導
権
の
下
で
中
国
に
応
用
し
、
関

税
条
約
の
実
効
化
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
九
二
五
年
十
月
か
ら
の
北
京
関
税
特
別
会
議
に
臨
む
イ
ギ

リ
ス
の
方
針
は
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
マ
ク
レ
ー
は
、
タ
イ
チ
マ
ン
計
画
と
は
性
格
を
異
に
す
る
、
信
金
廃
止
の
た
め
の
別
の
段
階
的
改
革
案
に
つ
い
て
も
構
想
し

　
　
⑧

て
い
た
。
そ
れ
は
ま
ず
、
第
一
段
階
と
し
て
子
口
尊
意
の
規
定
を
中
国
国
内
に
流
通
す
る
全
商
品
に
拡
大
し
、
地
方
政
府
に
よ
る
蕨
金
の
徴
収

を
、
代
替
的
に
二
・
五
％
付
加
税
の
徴
収
と
い
う
形
で
海
関
業
務
に
委
託
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ま
ず
地
方
単
位
で
墨
金
の
廃
止
を
実
現
す
る

と
共
に
、
続
く
第
二
段
階
と
し
て
、
実
効
性
の
あ
る
統
一
中
央
政
権
の
成
立
を
待
っ
て
七
・
五
％
ま
で
の
関
税
率
の
増
加
を
実
施
し
、
そ
の
財

政
基
盤
を
強
化
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
中
国
国
内
に
お
け
る
流
通
商
品
へ
の
諸
課
税
に
つ
い
て
整
理
統
合
を
実
現
す
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
段
階
に
お
け
る
二
・
五
％
付
加
税
は
申
央
財
源
に
で
は
な
く
、
地
方
財
源
に
直
接
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
、
そ
の
点
で
タ
イ
チ
マ
ン
計
画
に
比
べ
、
統
一
政
権
の
形
成
を
促
す
措
置
と
い
う
よ
り
は
、
地
方
的
な
徴
税
…
機
構
の
再
編
を
目
指
す
と

い
う
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
二
・
五
％
付
加
税
を
地
方
財
源
に
充
て
る
こ
と
で
簸
金
の
廃
止
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
点
で
両

案
は
共
通
し
て
お
り
、
し
か
も
マ
ク
レ
i
私
案
は
、
タ
イ
チ
マ
ン
計
画
で
最
大
の
懸
案
と
な
る
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
統
制
の
問
題
や
関
税
増

収
分
の
地
方
分
配
比
率
の
問
題
に
つ
い
て
、
差
し
当
た
り
決
定
を
留
保
し
つ
つ
、
海
関
行
政
の
主
導
権
の
下
で
麓
金
の
廃
止
を
確
実
に
進
め
ら

れ
る
利
点
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
点
で
マ
ク
レ
ー
私
案
は
、
関
税
条
約
か
ら
さ
ら
に
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
掲
げ
る
中
国
再
建
と
い
う
理
念
全
体
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を
実
効
化
す
る
た
め
独
自
の
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
姿
勢
を
、
タ
イ
チ
マ
ン
計
画
以
上
に
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
と
は
、
ア
メ
リ
カ
を
申
心
に
日
本
も
含
め
た
列
強
聞
の
協
調
関
係
を
維
持
す
る
中

で
、
イ
ギ
リ
ス
が
主
導
権
を
発
揮
し
な
が
ら
中
国
の
政
治
的
安
定
化
と
実
効
的
な
政
府
の
形
成
を
促
し
て
い
く
た
め
の
理
念
的
象
徴
で
あ
り
、

か
つ
大
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
が
影
響
力
を
行
使
し
て
い
く
た
め
の
中
心
的
な
媒
体
で
も
あ
っ
た
。
K
・
O
・
モ
ー
ガ
ン
は
、

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
政
権
が
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
社
会
か
ら
の
後
退
と
い
う
状
況
の
中
、
世
界
的
調
和
の
実
現
を
イ
ギ
リ
ス
の
果
た
す
べ
き
使

命
と
し
て
捉
え
、
国
内
に
お
け
る
社
会
改
革
理
念
と
一
体
化
し
た
対
外
宥
和
政
策
を
進
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
一
九
二
二
年
十
月
の
政
権
崩

壊
は
、
直
接
に
は
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
政
策
的
失
敗
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
独
自
性
を
追
求
し
始
め
た
保
守
党
の
党
派
的
行
動
の
結
果
で

あ
り
、
そ
れ
は
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
国
際
主
義
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
孤
立
主
義
的
傾
向
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
た
だ

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
再
建
に
ア
メ
リ
カ
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
続
く
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
内
閣
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
お
り
、

む
し
ろ
こ
れ
以
降
、
英
米
協
調
が
軌
道
に
乗
り
始
め
て
い
く
。
ま
た
、
一
九
二
四
年
に
成
立
し
た
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
は
、
J
・
ラ

ム
ズ
デ
ン
が
論
じ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
連
立
派
と
し
て
党
内
の
反
主
流
派
と
な
っ
て
い
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
を
外
相
に
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

込
み
、
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
．
レ
ン
保
健
相
を
中
心
に
、
党
内
宥
和
と
労
働
運
動
に
対
す
る
宥
和
政
策
と
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
タ
イ

チ
マ
ン
計
画
と
マ
ク
レ
ー
私
案
と
か
ら
な
る
イ
ギ
リ
ス
の
対
中
国
政
策
は
、
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
調
和
志
向
を
強
め
た
国
内
政
治
状
況
の
変

化
と
、
帝
国
政
策
の
理
念
を
共
有
し
た
現
地
の
主
導
権
の
下
、
国
際
協
調
と
宥
和
政
策
の
複
合
的
大
系
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
北
京

関
税
特
別
会
議
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
指
針
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
会
議
の
失
敗
と
中
国
国
民
党
に
よ
る
北
伐
の
開
始
と
い
う
、
そ

の
後
の
事
態
の
展
開
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
対
応
の
中
に
も
、
反
映
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
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二
　
北
京
関
税
特
別
会
議

　
一
九
二
五
年
十
月
二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
北
京
関
税
特
別
会
議
に
対
し
、
対
応
に
当
た
っ
た
B
本
の
幣
原
外
交
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
後

に
お
け
る
日
本
の
国
際
的
地
位
の
上
昇
に
対
応
し
、
日
本
の
国
際
的
責
任
を
強
く
自
覚
す
る
中
で
、
～
等
国
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
外
交
の
在
り

方
、
す
な
わ
ち
中
国
に
お
け
る
特
定
軍
閥
を
支
援
す
る
よ
う
な
外
交
の
在
り
方
か
ら
脱
却
し
、
中
国
の
再
建
に
協
力
す
る
中
で
中
国
の
自
立
意

識
と
国
際
条
約
を
尊
重
す
る
責
任
意
識
の
形
成
を
促
そ
う
と
す
る
外
交
を
目
指
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
幣
原
外
交
の
理
念
は
、
北
京
関
税
特
別

会
議
に
対
す
る
日
本
の
対
応
の
根
底
に
存
在
し
て
お
り
、
上
述
の
よ
う
な
各
国
と
の
協
調
関
係
の
中
で
主
導
権
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
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ス
と
、
中
国
再
建
に
向
け
た
大
枠
の
責
任
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
具
体
的
対
応
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
違
い
を
生
じ
る
原
因
と
も
な

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
加
藤
高
明
内
閣
が
外
務
省
原
案
に
基
づ
き
、
「
支
那
関
税
特
別
会
議
二
関
ス
ル
～
般
方
針
」
を
閣
議
決
定
し
た
の
は
十
月
十
三
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
概
要
は
一
…
十
六
日
の
関
税
会
議
開
会
式
に
お
け
る
日
置
益
全
権
の
演
説
以
降
、
逐
次
各
国
に
説
明
さ
れ
て
い
っ
た
。
日

置
演
説
は
、
日
本
の
条
約
改
正
史
を
ふ
ま
え
て
中
国
自
身
に
よ
る
政
府
強
化
の
必
要
性
を
強
調
し
、
「
日
本
全
権
ハ
会
議
ノ
石
頭
二
軸
テ
支
那

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

全
権
ノ
提
出
二
係
長
ル
議
題
中
ニ
ア
ル
関
税
自
主
権
問
題
二
対
シ
極
メ
テ
友
誼
的
考
慮
ヲ
加
フ
ル
ニ
十
分
ノ
用
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
声
明
」
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
上
で
会
議
に
提
示
さ
れ
た
日
本
の
提
案
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
要
点
は
、
中
国
に
対
す
る
将
来
的
な

関
税
自
主
権
の
承
認
を
明
確
に
想
定
し
た
上
で
、
そ
れ
ま
で
の
措
置
を
以
下
の
よ
う
に
三
段
階
に
分
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
　
ω
　
関
税
条
約
第
三
条
で
規
定
す
る
、
関
税
会
議
で
決
定
さ
る
べ
き
暫
行
規
定
に
基
づ
く
二
・
五
％
付
加
税
の
実
施
（
薩
金
の
廃
比
は
こ
の
暫
行
規
定
の

　
　
　
条
件
と
し
て
含
ま
れ
な
い
。
た
だ
し
、
賛
金
の
一
部
廃
止
が
実
施
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
に
応
じ
て
最
大
七
・
五
％
ま
で
の
付
加
税
を
容
認
す
る
）
。

　
　
②
　
ω
の
実
施
か
ら
二
年
な
い
し
五
年
後
よ
り
十
年
な
い
し
十
五
年
間
、
関
税
自
主
権
承
認
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し
て
二
・
五
％
以
上
の
付
加
税
を
実
施

　
　
　
す
る
。
そ
の
際
、
籏
金
の
廃
止
お
よ
び
の
早
行
規
定
を
条
件
と
し
、
税
率
は
、
①
国
定
税
率
と
協
定
税
率
の
併
用
、
な
い
し
、
②
平
均
十
二
・
五
％
の

　
　
　
差
等
税
率
の
適
用
、
の
い
ず
れ
か
の
方
式
に
よ
っ
て
定
め
る
。

　
　
㈲
　
暫
行
期
間
終
了
後
、
さ
ら
な
る
追
加
条
件
を
満
た
し
た
上
で
関
税
自
主
権
を
承
認
す
る
。

　
一
九
七
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
臼
井
勝
美
の
研
究
は
、
北
京
関
税
特
別
会
議
の
経
過
を
丹
念
に
た
ど
っ
た
、
こ
の
主
題
に
関
し
て
必
ず
参
照
さ

る
べ
き
基
礎
的
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
臼
井
の
研
究
は
、
関
税
会
議
に
臨
ん
だ
日
本
の
方
針
の
内
、
右
の
第
ω
項
と
第
②
項
の
段
階
的
区
分
に

つ
い
て
明
確
な
指
摘
を
欠
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
根
底
に
あ
る
日
本
側
の
原
則
を
十
分
に
説
明
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
英
米
の

原
則
と
対
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
臼
井
が
十
分
に
議
論
で
き
な

か
っ
た
第
ω
項
と
第
②
項
と
の
段
階
的
区
分
は
、
関
税
条
約
の
運
用
に
関
す
る
、
概
ね
次
の
よ
う
な
理
念
と
背
景
に
基
づ
い
て
い
た
。
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そ
も
そ
も
北
京
関
税
特
別
会
議
の
目
的
は
、
中
国
政
府
の
財
政
強
化
と
政
情
の
安
定
化
、
そ
し
て
中
国
貿
易
の
発
展
促
進
に
あ
り
、
そ
れ
を
、

関
税
率
増
加
に
よ
る
中
国
政
府
の
歳
入
増
加
と
、
そ
の
条
件
と
し
て
の
賜
金
廃
止
に
よ
る
中
国
市
場
の
開
放
、
お
よ
び
政
情
安
定
化
の
た
め
の

増
収
分
使
途
の
制
限
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
日
本
案
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
会
議
の
目
的
に
照
ら
し
、
関
税
増
収
分
の
内
、

二
・
五
％
付
加
税
に
よ
る
増
収
分
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
基
づ
く
列
強
の
好
意
的
措
置
と
し
て
施
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
列
強

と
中
国
の
従
来
の
懸
案
で
あ
る
無
担
保
債
務
の
償
還
を
中
心
に
（
必
要
で
あ
れ
ば
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
も
実
施
）
、
さ
ら
に
一
般
行
政
費
に
も
充
当
す
る

が
、
対
し
て
二
・
五
％
以
上
の
付
加
税
に
よ
る
増
収
分
は
、
ω
②
い
ず
れ
の
場
合
も
繋
金
廃
止
と
い
う
中
国
側
の
自
主
的
措
置
に
対
応
し
て
施

行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
無
担
保
債
務
の
償
還
に
は
充
て
ず
、
中
国
の
再
建
に
資
す
る
用
途
に
振
り
分
け
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
中
国
の

楚
金
廃
止
を
促
す
規
定
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
た
点
に
あ
っ
た
。
要
す
る
に
そ
れ
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
の
原
則
と
そ
の
運
用
方
式
を

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
各
国
の
国
際
的
義
務
の
履
行
に
よ
る
安
定
的
国
際
秩
序
の
形
成
と
い
う
、
幣
原
外
交
の
理
念
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
点
で
、
中
国
に
対
す
る
関
税
自
主
権
の
承
認
は
、
直
ち
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
関
税
特

別
会
議
冒
頭
に
日
置
益
代
表
が
行
っ
た
、
「
原
則
」
と
し
て
の
中
国
の
関
税
自
主
権
を
承
認
す
る
演
説
は
、
「
華
府
関
税
条
約
ハ
関
税
自
主
権
ノ

支
那
二
存
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
前
提
ト
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
該
条
約
ノ
実
施
ト
関
税
自
主
権
ノ
承
認
ト
ハ
同
一
時
期
二
於
テ
両
立
シ
得
ル
モ
ノ
単
弁

③ス
」
と
い
う
条
約
上
の
理
解
を
基
に
、
画
期
的
意
義
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
会
議
前
の
時
点
で
中
国
側
が
関
税
自
主
権
の
承
認

を
強
く
求
め
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
好
意
的
措
置
と
し
て
、
長
期
的
な
関
税
自
主
権
承
認
へ
の
展
望
を
示

す
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
十
年
な
い
し
十
五
年
の
暫
定
期
間
の
後
に
関
税
自
主
権
を
承
認
す
る
と
い
う
提
案
も
、
本
来
は
ワ
シ
ン
ト

ン
条
約
で
想
定
さ
れ
た
関
税
会
議
の
目
的
外
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
、
日
本
の
関
税
自
主
権
獲
得
の
経
緯
、
す
な
わ
ち
一
八
九
四
年
の

改
定
関
税
条
約
が
五
年
後
に
施
行
さ
れ
て
よ
り
、
一
九
＝
年
の
関
税
自
主
権
の
発
動
ま
で
十
二
年
間
の
猶
予
期
間
を
置
い
た
経
緯
に
照
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ば
、
中
国
に
決
し
て
不
利
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
②
で
規
定
さ
れ
た
関
税
自
主
権
承
認
ま
で
の
暫
定
措
置
の
意
義
は
、
中
国
側
に
、
た
と
え
綱
約
は
あ
っ
て
も
税
率
国
定
お
よ
び
交
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渉
を
通
じ
た
協
定
税
率
制
定
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
特
に
①
案
は
、
中
国
に
対
す
る
限
定
的
な
関
税
率
設
定
権
の
承
認

に
相
当
す
る
内
容
を
持
っ
て
い
た
。
対
し
て
②
案
は
、
税
率
制
定
の
権
限
は
あ
く
ま
で
関
税
会
議
に
属
し
、
中
国
側
の
裁
量
の
余
地
は
否
定
さ

れ
る
。
そ
の
点
で
②
案
の
根
底
に
あ
る
原
則
は
①
と
は
対
照
的
で
、
む
し
ろ
英
米
と
の
間
で
い
か
に
各
商
品
へ
の
関
税
率
を
調
整
し
て
い
く
か

が
今
後
の
焦
点
と
な
る
べ
き
性
格
の
提
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
仮
に
①
案
が
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
麓
金
廃
止
の
条
件
と
関
税
増
税
率
の

平
均
上
限
に
変
わ
り
は
な
く
、
ま
た
、
②
案
が
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
日
本
側
は
日
置
演
説
の
中
で
、
中
国
の
関
税
自
主
権
に
友
誼
的
考
慮

を
払
う
旨
の
原
則
を
宣
言
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
ね
ら
い
は
、
欧
米
に
よ
る
不
平
等
条
約
の
現
実
的
拘
束
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ

の
中
で
中
国
側
に
対
し
、
よ
り
対
等
に
近
い
国
家
関
係
を
形
成
し
て
い
く
展
望
を
提
起
す
る
こ
と
で
、
中
圏
側
の
条
約
秩
序
に
対
す
る
順
応
を

促
し
、
か
つ
日
本
の
対
中
国
輸
出
商
品
に
対
す
る
低
関
税
率
の
実
現
を
図
ろ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
幣
原
を
は
じ
め
関
税

会
議
に
関
わ
っ
た
外
交
官
ら
に
と
っ
て
、
単
な
る
日
本
の
国
益
優
先
と
い
う
以
上
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
民
族
自
決
と
経
済
再
建
の
時
代

に
あ
っ
て
、
大
国
が
果
た
す
べ
き
責
任
に
合
致
し
た
政
策
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
関
税
会
議
冒
頭
の
演
説
で
、
「
華
府
条
約
二
規
定
シ
タ
ル
本
会
ノ
主
要
目
的
ノ
ー
ハ
麓
金
及
其
他
ノ
内
地
税
ノ
廃
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

二
至
ル
ヘ
キ
方
法
ヲ
案
出
ス
ル
ニ
在
ル
処
、
右
ハ
必
然
的
二
中
央
地
方
両
政
府
間
ノ
財
政
関
係
ノ
調
整
ニ
ア
リ
」
と
し
て
、
増
収
分
の
地
方
分

配
の
問
題
を
最
重
要
視
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
日
本
案
に
麓
金
廃
止
を
促
進
す
る
措
置
が
欠
け
て
い
た
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
、
そ
れ
を
「
学
問
的
」
と
し
て
あ
ま
り
評
価
し
な
か
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
は
、
そ
れ
を
機
械
的

に
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
成
立
さ
せ
た
精
神
に
則
り
、
か
つ
中
国
の
状
況
に
応
じ
て
弾
力
的
に
運
用
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
他
方
、
十
一
月
三
日
、
第
二
圃
関
税
自
主
権
に
関
す
る
委
員
会
で
、
マ
ク
マ
レ
ー
・
ア
メ
リ
カ
代
表
は
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
行
っ
た
。

　
　
ω
　
一
九
二
六
年
二
月
一
日
以
降
の
　
7
五
％
付
加
税
の
実
施
。

　
　
鋤
　
関
税
自
主
権
承
認
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
協
定
成
立
三
か
月
後
よ
り
、
現
行
五
％
か
ら
マ
ッ
ケ
ー
条
約
で
規
定
さ
れ
た
十
二
・
五
％
ま
で
の
税

　
　
　
率
を
施
行
す
る
。
海
関
行
政
当
局
は
二
・
五
％
付
加
税
分
も
含
め
た
増
収
分
を
、
①
稲
株
収
入
に
代
わ
る
地
方
政
府
へ
の
財
政
補
償
、
②
藍
金
を
徴
収
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さ
れ
た
商
取
引
に
対
す
る
補
償
、
③
無
担
保
債
務
の
償
還
、
④
中
国
政
府
の
行
政
支
出
、
に
充
当
す
る
。
そ
し
て
こ
の
期
間
中
に
、
①
②
の
措
置
を
通

　
　
　
じ
て
、
薇
金
そ
の
他
の
廃
止
を
進
め
る
。

　
　
㈹
　
～
九
二
九
年
一
月
～
日
以
降
の
関
税
自
主
権
の
承
認
。
た
だ
し
、
籏
金
の
廃
止
を
確
認
す
る
た
め
、
列
強
の
希
望
に
応
じ
て
一
九
二
八
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
に
会
議
を
開
催
し
、
関
税
自
主
権
の
承
認
は
そ
の
会
議
の
判
断
に
従
う
。

　
ア
メ
リ
カ
案
は
イ
ギ
リ
ス
案
を
土
台
と
し
て
い
る
が
、
②
②
項
、
す
な
わ
ち
関
税
増
徴
分
を
昏
々
の
徴
収
を
受
け
た
取
引
に
対
す
る
補
償
に

充
当
し
よ
う
と
し
た
点
に
、
新
し
さ
を
見
せ
た
提
案
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
直
接
に
は
、
右
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
麓
金
廃
止
へ
の
促
進

効
果
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
本
的
な
性
格
は
、
た
と
え
ば
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
十
四
か
条
や
道
心
連
盟
構
想
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議

の
冒
頭
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ズ
提
案
、
中
国
の
関
税
自
主
権
と
最
恵
国
待
遇
を
規
定
し
た
わ
ず
か
二
条
か
ら
な
る
　
九
二
八
年
の
米
中
関
税
条
約

の
締
結
や
、
ケ
ロ
ッ
グ
・
ブ
リ
ア
ン
協
定
、
さ
ら
に
は
満
州
事
変
に
際
し
て
の
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
な
ど
に
通
肩
す
る
、
ア
メ
リ
カ

外
交
の
一
つ
の
特
徴
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
十
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
は
、
国
内
に
お
け
る
独
占
企
業
に
対
す
る
反
発

と
、
そ
れ
と
連
動
し
た
帝
国
主
義
に
対
す
る
反
発
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
と
の
関
わ
り
を
拒
否
す
る
風
潮
を
国
内
に
抱
え
て
お
り
、
そ
う
し
た

中
で
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
主
義
は
、
国
益
の
ぶ
つ
か
り
合
う
国
際
政
治
の
場
に
、
強
い
理
念
や
規
範
を
提
起
す
る
こ
と
で
間
接
的
影
響
力
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

嬉
し
、
か
つ
そ
れ
に
よ
り
直
接
的
な
外
交
上
の
介
入
を
國
窮
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
右
の
ア
メ
リ
カ
の
提
案
も
ま
た
、
増
収
の
使
途
に

つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
や
日
本
と
利
害
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
れ
を
実
効
化
す
る
措
置
以
上
に
、
ま
ず
関
税
率
増

加
の
早
期
実
施
を
協
定
と
し
て
先
行
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
の
早
期
実
施
を
国
際
協
定
と
し
て
確
立
す

る
こ
と
で
、
そ
の
規
範
的
拘
束
力
を
通
じ
て
中
国
に
間
接
的
な
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
麓
金
徴
収
に
対
す
る
補
償
規

定
が
設
け
ら
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
、
協
定
成
立
に
よ
る
関
税
率
増
加
か
ら
実
際
の
平
金
の
廃
止
ま
で
に
重
複
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
想
定

し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
で
条
約
を
実
効
化
す
る
追
加
措
置
の
必
要
を
重
視
し
た
イ
ギ
リ
ス
や
、
あ
る
い
は
中
国
の
規
範
意
識
を
育
成
す
る

た
め
、
中
国
に
国
際
的
義
務
履
行
の
実
績
を
求
め
た
日
本
の
姿
勢
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
照
的
で
あ
っ
た
。
日
本
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
案
は
、
債
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務
問
題
に
関
し
て
利
害
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
中
国
に
よ
る
条
約
履
行
の
確
証
を
欠
い
て
お
り
、
実
際
は
そ
の
解
決
を
先
送

り
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
そ
れ
が
基
本
的
に
イ
ギ
リ
ス
の
構
想
を
土
台
と
し
て
い
た
点
を
評
価
し
、
「
我
々
の
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ
案
と
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

案
と
を
調
和
さ
せ
、
可
能
な
限
り
我
々
の
案
を
そ
れ
に
接
ぎ
木
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
判
断
か
ら
、
新
規
の
個
別
的
提
案
は
行
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
以
後
の
検
討
は
、
本
来
な
ら
ば
日
米
の
両
案
が
基
本
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
日
米
の
案
は
議
論
の
基
礎
と
は

な
ら
な
か
っ
た
。
問
題
は
中
国
側
の
対
応
で
あ
っ
た
。
十
月
二
十
六
日
の
中
国
王
正
心
代
表
の
演
説
は
、
一
九
二
九
年
一
月
一
日
よ
り
中
国
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

国
定
税
率
を
定
め
、
同
時
に
縫
金
を
廃
止
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
た
。
さ
ら
に
十
一
月
六
日
の
第
二
委
員
会
に
お
い
て
顔
恵
慶
は
、
暫
行
期

間
の
付
加
税
の
実
施
率
を
、
普
通
品
五
％
、
奢
十
三
は
二
等
に
分
け
、
A
骨
質
修
品
は
三
十
％
、
B
早
智
修
品
は
二
十
％
と
す
る
こ
と
を
提
案

　
⑪

し
た
。
列
強
も
こ
う
し
た
申
国
の
要
請
に
前
向
き
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
、
十
一
月
二
七
日
に
関
税
自
主
権
に
関
す
る
小
委
員
会
で
、
以
下
の

決
定
案
が
採
択
さ
れ
た
。

　
　
　
中
国
以
外
の
条
約
調
印
国
は
こ
こ
に
、
関
税
自
主
権
を
行
使
す
る
中
国
の
権
利
を
承
認
し
、
ま
た
、
列
強
各
国
と
中
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
既

　
　
存
の
条
約
中
に
存
在
す
る
関
税
上
の
制
約
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
同
意
し
、
そ
し
て
一
九
二
九
年
一
月
一
日
よ
り
中
国
国
定
関
税
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に

　
　
同
意
す
る
。

　
　
　
中
華
民
国
政
府
は
、
国
定
関
税
法
の
施
行
と
同
時
に
（
ω
冒
自
3
⇒
Φ
o
諺
ぞ
）
縫
金
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
宣
言
（
号
9
輿
Φ
ω
）
し
、
さ
ら
に
麓
金
の
廃

　
　
止
は
民
国
十
八
年
一
月
一
日
（
一
九
二
九
年
～
月
一
日
）
ま
で
に
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。

．
後
段
の
号
。
一
費
Φ
と
6
。
一
日
葺
＝
黛
Φ
○
器
ぞ
の
関
連
が
法
的
に
は
曖
昧
で
、
中
国
は
こ
の
合
意
を
以
て
一
九
二
九
年
以
降
の
関
税
自
主
権
の
獲

得
と
し
て
解
釈
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
楚
金
の
廃
止
を
事
実
上
の
交
換
条
件
と
し
て
規
定
し
た
点
を
重
視
し
、
日
本
は
交
換
条
件
と
い
う
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
中
国
の
麓
金
廃
止
を
促
す
た
め
の
列
強
に
よ
る
好
意
的
措
置
と
し
て
解
釈
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
合
意
を
も
っ
て
中
国
に
対
す
る
関
税

自
主
権
の
承
認
と
し
て
意
義
づ
け
る
こ
と
は
、
正
確
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
す
れ
違
い
が
生
じ
た
の
は
、
関
税
会
議
に
参
加
し
た
列
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強
が
申
国
を
対
等
な
国
家
と
し
て
承
認
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
中
国
側
の
主
張
に
何
ら
信
頼
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
要

求
に
対
し
て
は
、
大
国
と
し
て
好
意
的
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
イ
ギ
リ
ス
は
、
中
国
の
行

政
機
構
再
建
の
た
め
、
列
強
の
主
導
権
と
影
響
力
と
を
発
揮
し
よ
う
と
し
、
日
本
の
場
合
は
、
中
国
の
自
覚
を
促
す
先
進
国
家
と
し
て
の
同
情

的
な
態
度
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
列
強
の
い
ず
れ
も
が
、
一
九
二
九
年
ま
で
の
上
金
廃
止
が
現
実
に
可
能
で
あ
る
と
は
み
な

し
て
い
な
か
っ
た
。
と
同
時
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
が
～
九
二
九
年
に
半
ば
一
方
的
に
関
税
自
主
権
の
回
復
を
宣
言
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も

確
実
視
さ
れ
た
。
そ
こ
で
会
議
は
引
き
続
き
、
一
九
二
九
年
ま
で
の
暫
定
措
置
に
そ
の
議
題
を
移
し
て
い
っ
た
。

　
中
国
の
再
建
促
進
と
い
う
目
的
は
、
本
来
は
関
税
自
主
権
に
関
わ
る
精
神
的
な
支
援
よ
り
は
、
ど
れ
だ
け
の
増
税
額
を
中
国
に
承
認
し
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
な
使
途
に
振
り
向
け
る
か
、
と
い
う
具
体
的
な
資
金
運
用
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
具
体
的
な
増
税
率
と
増
収
使

途
の
問
題
と
な
る
と
、
日
米
英
の
原
則
論
と
方
法
論
の
対
立
が
絡
み
合
い
、
調
整
は
つ
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
中
国
側
の
対
応
は
、
そ
う
し

た
日
英
米
の
見
解
の
相
違
を
、
合
意
が
実
現
し
た
場
合
の
受
益
者
と
し
て
主
体
的
に
調
整
し
、
実
質
的
な
成
果
を
生
み
出
し
て
い
こ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
く
、
あ
る
時
は
麓
金
廃
止
の
財
源
を
求
め
な
が
ら
、
日
本
の
見
解
を
根
拠
に
英
米
の
地
方
配
分
問
題
に
関
す
る
対
応
を
内
政
干
渉

と
批
判
し
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
英
米
の
方
針
を
理
由
に
、
日
本
案
に
お
け
る
増
税
率
の
低
さ
を
非
難
し
て
み
た
り
と
、
「
権
利
ヲ
極
端
二
主

張
ス
ル
モ
霧
ハ
之
ヲ
顧
ミ
サ
ル
ノ
恥
」
そ
の
ま
ま
に
・
列
強
間
の
合
意
形
成
の
可
能
性
を
蛋
し
て
墾
。
し
続
け
た
・
そ
の
上
・
皐
月
二

十
二
日
の
郭
松
齢
事
件
の
勃
発
で
、
中
国
政
情
は
混
迷
の
度
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
縫
金
廃
止
を
促

す
地
方
へ
の
財
政
補
償
問
題
を
最
優
先
課
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
は
、
十
～
月
二

十
七
日
付
の
覚
書
の
中
で
、
列
強
に
よ
る
関
税
増
収
分
の
地
方
配
分
決
定
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　
　
一
、
こ
れ
は
中
国
の
利
益
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
、
極
め
て
堅
実
な
政
策
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
列
強
の
み
な
ら
ず
、
中
国
自
身
か
ら
も
支
持
を
得
ら
れ
る

　
　
　
で
あ
ろ
う
。

　
　
二
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
戦
闘
を
停
止
し
な
い
限
り
分
割
さ
る
べ
き
歳
入
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
、
現
在
の
内
戦
を
搾
制
す
る
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効
果
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
そ
う
し
た
政
策
を
主
導
す
る
こ
と
で
、
ス
ト
ラ
イ
キ
や
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
行
わ
れ
た
現
在
の
中
国
に
好
影
響
を
与
え
、
中
国
に
紺
し
て

尖
わ
れ
た
威
信
の
多
く
を
回
復
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
、
広
東
政
府
で
さ
え
、
も
し
関
税
収
入
に
対
す
る
配
分
を
保
証
さ
れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
よ
り
妥
協
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
を
前
向
に
検
討
す
る
か
も

　
し
れ
な
い
。
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現
実
に
は
、
こ
の
時
点
で
関
税
会
議
が
右
の
よ
う
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
、
ウ
ェ
ル
ズ

リ
ー
の
関
心
は
、
関
税
会
議
そ
の
も
の
よ
り
も
、
関
税
会
議
を
含
め
た
よ
り
広
範
囲
な
海
関
行
政
の
中
で
、
中
国
全
体
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の

威
信
を
い
か
に
回
復
し
、
か
つ
広
東
政
府
と
い
う
新
た
な
地
方
政
権
の
出
現
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
意
味
で
関
税
会
議
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
対
応
は
、
会
議
失
敗
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
の
在
り
方
を
展
望
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
北
京
関
税
特
別
会
議
は
、
十
一
月
二
十
七
日
の
宣
言
案
採
択
で
事
実
上
、
機
能
の
過
半
を
停
止
さ
せ
て
い
た
。
会
議
に
お
け
る
検
討
で
、
日

本
は
二
・
五
％
付
加
税
に
よ
る
増
収
分
を
無
担
保
債
務
の
償
還
に
当
て
る
方
針
で
一
貫
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
姿
勢
が
会
議
失
敗
の

原
因
と
な
っ
た
と
し
て
批
判
す
る
見
解
が
研
究
史
上
で
は
支
配
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
議
が
完
全
に
中
弛
み
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
一
九
二

六
年
以
降
の
状
況
を
変
え
た
の
は
、
何
よ
り
日
本
の
譲
歩
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
日
本
が
支
持
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
規
定
、
す
な
わ
ち
普

通
品
二
・
五
％
、
奢
修
六
五
％
の
付
加
税
で
は
、
年
あ
た
り
の
増
収
見
積
も
り
は
約
三
千
五
百
万
元
と
想
定
さ
れ
、
こ
れ
は
中
国
側
の
要
望
す

る
一
億
二
百
万
元
に
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。
中
国
の
財
政
を
強
化
す
る
と
い
う
関
税
会
議
の
基
本
理
念
に
照
ら
し
、
先
ず
こ
れ
を
八
千
万
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
九
千
万
元
ま
で
増
加
さ
せ
る
と
い
う
合
意
が
で
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
英
米
は
七
・
五
％
ま
で
の
追
加
税
率
の
施
行
を
増
税
分
使
途
の
明
確

化
を
条
件
に
認
め
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
合
の
個
別
の
税
率
問
題
は
、
第
二
委
員
会
で
討
議
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
協
定
税
率
を
め
ぐ
る
検
討
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
の
は
、
一
九
二
六
年
一
月
下
旬
に
佐
分
利
貞
男
通
商
局
長
が
帰
朝
、
政
府
・
各

省
と
の
調
整
を
経
て
、
二
月
上
旬
に
日
本
案
と
し
て
の
差
等
税
率
案
を
携
行
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
中
毒
に
対
す
る
九
千
万
元
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以
上
の
増
収
の
見
通
し
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
佐
分
利
携
行
案
は
、
差
等
税
率
の
施
行
を
国
定
税
率
施
行
と
同
時
に

で
は
な
く
、
群
行
期
間
中
に
行
う
こ
と
を
も
規
定
し
て
い
た
。
佐
分
利
携
行
案
は
、
差
等
税
率
の
施
行
に
際
し
、
二
・
五
％
付
加
税
の
適
用
を

受
け
る
日
本
の
輸
出
商
品
を
総
額
の
五
割
程
度
に
と
ど
め
、
日
本
に
有
利
な
税
率
を
獲
得
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
を
一
九
二
七
年
一
月
一
日
以
前
、

す
な
わ
ち
一
九
二
六
年
中
よ
り
実
施
す
る
こ
と
も
認
め
る
と
し
て
い
た
。
増
加
さ
れ
る
差
等
税
率
は
二
・
五
％
、
五
％
、
七
・
五
％
、
十
％
、
十

五
％
、
二
十
％
、
二
十
五
％
の
七
等
に
分
か
れ
、
日
本
輸
出
総
額
の
六
十
八
・
五
％
が
二
・
五
％
、
十
八
・
五
％
が
五
％
の
付
加
税
の
適
用
を
受

け
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
三
月
十
日
に
日
英
米
に
よ
る
三
国
専
門
委
員
案
が
作
成
さ
れ
、
修
正
を
経
て
、
三
月
二
十
五
日
に
税
率

表
が
、
「
本
案
力
債
務
整
理
、
寄
金
補
償
其
他
本
会
議
二
選
テ
問
題
ト
ナ
ル
ヘ
キ
各
種
ノ
事
項
ト
一
併
同
時
二
採
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ

右
諸
種
ノ
問
題
ノ
決
定
ト
離
レ
本
案
ノ
ミ
ヲ
採
用
セ
ム
ト
ノ
趣
旨
二
非
サ
ル
コ
ト
」
を
確
認
し
た
上
で
、
中
国
側
に
手
交
さ
れ
た
。
こ
れ
は
事

実
上
、
当
初
の
日
本
案
の
②
②
項
を
直
ち
に
実
施
す
る
こ
と
に
相
当
し
、
増
税
分
の
使
途
問
題
に
つ
い
て
課
題
を
残
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
ほ
ぼ
英
米
の
提
案
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
幣
原
は
、
差
等
税
率
案
の
提
起
に
際
し
、
国
内
お
よ
び
議
会
の
理
解
を
得
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

増
税
使
途
に
つ
い
て
の
明
確
化
が
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
か
っ
こ
れ
に
よ
っ
て
外
債
の
整
理
も
可
能
に
な
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
し
か
し
他
方
、
二
月
十
八
日
に
中
国
側
は
、
二
・
五
％
付
加
税
の
即
時
実
施
を
求
め
る
案
を
提
議
し
て
い
た
。
ね
ら
い
は
単
純
で
、
北
京
政

府
が
中
央
政
府
と
し
て
の
実
体
を
失
っ
て
い
る
中
、
早
急
な
資
金
調
達
の
た
め
に
、
た
と
え
低
額
で
は
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
中
国
の
主
権
回

復
を
優
先
し
て
き
た
従
来
の
姿
勢
と
矛
盾
し
て
い
る
と
し
て
も
、
即
行
を
期
待
で
き
る
二
・
五
％
付
加
税
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
当
初
の
ア
メ
リ
カ
案
の
一
部
で
あ
り
、
反
対
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
側
の
態
度
変
更
の
事
情
に

照
ら
せ
ば
、
日
本
や
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
、
増
収
使
途
に
つ
い
て
無
条
件
の
ま
ま
、
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
当

面
は
増
収
分
を
積
み
立
て
方
式
と
す
る
案
が
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
積
み
立
て
分
を
担
保
と
し
た
新
た
な
起
債
を
禁
止
す
る
措
置

が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
。
結
局
、
五
月
十
五
日
に
二
・
五
％
増
税
分
を
海
関
を
通
じ
て
地
方
に
分
配
し
つ
つ
、
無
二
葉
債
務
の
整
理
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

積
み
立
て
を
行
う
と
し
た
妥
協
案
が
で
き
た
が
、
幣
原
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
英
米
は
支
持
し
、
日
本
の
代
表
団
も
受
諾
を
強
く
求
め
た
が
、
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幣
原
の
拒
否
の
理
由
は
、
中
国
側
の
当
初
の
主
張
と
の
矛
盾
や
、
二
・
五
％
付
加
税
の
単
独
施
行
が
実
質
的
に
差
等
税
率
施
行
の
障
害
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
中
国
の
中
央
政
府
確
立
の
見
通
し
が
な
い
中
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
二
・
五
％
増
収
分
の
地
方
分
配
案
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ

る
「
対
地
方
宣
伝
ノ
一
手
段
タ
ル
ノ
感
」
が
あ
る
こ
と
、
中
国
の
現
状
に
照
ら
し
、
形
だ
け
の
成
果
を
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
同
意
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
考
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
理
由
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
要
す
る
に
日
本
側
が
大
幅
に
譲
歩
し
、
差
等
税
率
の
配
分
の
合
意
に
ま
で

た
ど
り
着
い
た
時
に
、
も
は
や
中
国
の
代
表
と
も
い
え
な
い
代
表
に
よ
る
、
増
税
分
使
途
の
決
定
に
つ
い
て
責
任
を
放
棄
し
た
身
勝
手
な
資
金

要
求
に
応
じ
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
北
京
関
税
特
別
会
議
に
お
い
て
、
日
英
腰
間
に
中
国
の
関
税
率
増
加
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
生
じ
た
の
は
、
各
国
が
決
し
て
単
純
に
そ

れ
ぞ
れ
の
国
益
を
優
先
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
上
に
日
英
昼
間
に
は
、
列
強
と
し
て
中
国
の
再
建
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
む
か
、

と
い
う
理
念
に
お
い
て
、
相
違
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
急
速
に
国
際
的
地
位
を
向
上
さ
せ
た
日
本
は
、
一
等
国

と
し
て
相
応
し
い
態
度
で
中
国
に
臨
み
、
そ
の
法
規
範
意
識
を
促
し
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ

う
な
列
強
の
政
治
的
影
響
力
を
積
極
的
に
発
揮
す
る
こ
と
で
中
国
の
再
建
を
支
援
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
中
国
へ
の
内
政
干
渉
に
つ
な
が

り
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
懸
念
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
幣
原
は
最
終
的
に
英
米
の
提
案
と
の
合
意
形
成
を
優
先
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、

中
国
側
の
問
題
に
よ
り
そ
れ
以
上
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
対
し
て
、
中
国
政
府
が
弱
体
化
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
、
関
税
増
収
分
を
地
方
政

府
に
分
配
し
、
半
金
の
廃
止
を
進
め
て
い
く
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
当
初
の
構
想
は
、
現
実
性
を
な
か
な
か
持
ち
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
を
生
み
出
し
た
全
体
的
な
外
交
戦
略
は
、
会
議
の
終
了
後
、
状
況
の
変
化
に
対
応
し
た
新
た
な

政
策
を
打
ち
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

①
「
関
税
特
別
会
議
二
対
ス
ル
　
般
方
針
二
関
ス
ル
件
」
（
大
正
十
四
年
十
月
十

　
日
）
、
「
関
税
特
別
会
議
二
対
ス
ル
ー
般
方
針
二
関
シ
閣
議
決
定
ノ
件
」
（
大
正
十

　
四
年
十
月
十
三
日
）
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
～
二
二

　
四
・
一
二
二
七
文
書
。

②
幣
原
外
相
宛
在
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
電
「
関
税
会
議
翔
会
式
二
於
ケ
ル
日

　
置
代
表
ノ
演
説
要
旨
並
ビ
ニ
其
ノ
全
文
送
付
ノ
件
」
（
大
正
十
四
年
十
月
二
十
八
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日
）
『
日
本
外
交
文
畿
農
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
一
二
四
八
文
轡
、
一
一
〇

　
七
頁
。

③
在
支
芳
沢
公
使
宛
幣
原
外
相
電
（
大
正
十
四
年
九
月
十
日
）
『
日
本
外
交
文
書
輪

　
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
＝
一
〇
一
文
書
、
一
〇
四
九
頁
。

④
幣
原
外
相
宛
常
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
電
（
大
正
十
四
年
十
～
月
三
日
）

　
『
日
本
外
交
文
二
輪
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
一
二
五
五
文
書
、
一
一
一
九
頁
。

⑤
幣
原
外
稲
宛
在
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
電
（
大
正
十
四
年
十
月
二
十
六
日
）

　
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
一
二
四
～
文
轡
、
一
〇
九
六
－

　
一
〇
九
七
頁
。

⑥
寄
導
ぎ
σ
q
ヨ
睾
9
嘗
牙
日
。
茸
ゲ
Φ
O
笥
昆
同
鼠
ゑ
○
。
駄
Φ
掃
口
。
ρ
冨
誹
同
■
（
9

　
国
国
9
0
ヌ
瓢
。
〈
．
9
一
〇
醸
）
b
尊
b
§
り
H
り
幽
く
。
一
・
ω
ρ
仙
o
p
窃
■

⑦
門
十
一
月
三
日
第
一
委
員
会
第
二
國
会
議
二
十
ケ
ル
米
国
全
権
ノ
提
案
」
『
日

　
本
外
交
文
書
』
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
一
二
五
八
文
書
付
記
、
＝
二
三
1

　
＝
二
四
頁
。

⑧
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
外
交
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

　
と
り
あ
え
ず
本
文
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
一
部
で
は
あ
る
が
、
≦
聾
興
U
四
閏
㊦
－

　
げ
臼
咽
§
鴨
出
§
ミ
§
曽
恥
ミ
、
き
誉
、
§
ミ
咋
§
口
早
N
c
。
凶
歳
ミ
Q
。
（
§
馬
9
§
町
督

　
誌
§
出
品
郎
ミ
ミ
§
N
誉
、
曇
、
恥
N
ミ
。
乙
甲
く
。
一
．
卜
。
）
ス
累
①
毛
網
。
聾
O
ロ
ヨ
訂
答
α
q
①

　
¢
鼠
く
2
。
。
紅
血
Φ
ω
ω
し
り
⑩
ω
）
．
開
。
σ
Φ
隣
U
磐
箆
｝
。
ぎ
ω
。
p
§
恥
鷺
ミ
§
、
ミ
§
貯
題

　
ミ
ミ
》
ミ
ミ
§
誉
芭
讐
、
§
き
鳩
璃
（
0
帥
重
訂
賦
σ
q
ρ
駕
器
ω
・
”
国
鋤
「
く
p
己
d
巳
＜
Φ
鼠
2

　
甲
Φ
β
一
㊤
8
y
岩
手
魯
＞
q
．
ζ
琶
p
智
ミ
韓
ミ
翫
§
ミ
鋳
ミ
肉
魯
さ
ミ
§

　
畑
湧
ミ
o
d
§
曼
§
五
郎
§
ミ
§
曽
誉
、
鴨
雪
誉
N
量
ミ
寒
§
堕
N
絵
e
。
・
魅
頴
（
≦
①
ω
6
0
許

　
O
。
弓
．
H
O
冨
①
⇔
≦
。
o
縣
牢
Φ
ω
。
・
聞
お
O
O
y
な
ど
を
参
照
し
た
。

⑨
幻
§
巳
品
塁
ヨ
。
冨
巳
¢
目
。
三
げ
①
O
窯
冨
円
巴
跨
○
。
駄
霞
2
。
Φ
も
翼
H
．
（
ξ

　
閃
悔
．
ρ
o
～
賭
。
く
・
μ
一
8
q
）
じ
u
量
仏
H
－
炉
く
。
一
．
ω
ρ
自
o
o
．
α
．

⑩
「
第
一
回
総
会
二
品
ケ
ル
王
正
廷
ノ
演
説
」
（
大
正
十
四
年
十
月
二
十
六
日
）

　
噌
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
一
二
四
〇
文
書
付
記
、
～
〇
九

　
五
1
　
〇
九
⊥
ハ
胃
只
。

⑪
幣
原
外
相
宛
在
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
電
（
大
正
十
四
年
十
一
月
六
日
）

　
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
～
二
六
二
文
書
、
二
二
九
一

　
一
＝
二
〇
頁
。

⑫
幣
原
外
相
宛
在
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
電
（
大
正
十
四
年
十
一
月
二
十
日
）

　
咽
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
｝
二
七
八
文
書
、
＝
四
六
－

　
一
一
四
七
頁
。

⑬
マ
ク
マ
レ
ー
駐
華
米
公
使
に
対
す
る
幣
原
外
相
の
発
言
（
六
月
三
十
日
）
、
在

　
支
芳
沢
公
使
宛
幣
原
外
相
電
（
大
正
十
四
年
七
月
三
日
）
欄
日
本
外
交
文
轡
』
大

　
正
十
四
年
第
二
冊
下
巻
、
一
一
五
六
文
書
、
九
九
七
頁
。

⑭
幣
原
外
柏
宛
在
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
電
（
大
正
十
五
年
一
月
九
日
）
㎎
日

　
本
外
交
文
書
㎞
大
正
十
五
年
第
二
冊
下
巻
、
六
八
八
文
書
、
七
二
〇
1
七
二
一
頁
。

⑮
外
務
省
外
交
資
料
館
所
蔵
「
支
那
関
税
特
別
会
議
報
告
書
（
未
定
稿
）
」
（
官
五

　
八
）
～
七
一
二
三
、
一
三
一
－
一
八
九
頁
。
臼
井
『
日
本
と
申
出
㎞
二
四
七
－
二

　
四
九
頁
。
入
江
『
極
東
薪
秩
序
の
模
索
騙
七
八
買
は
、
日
本
は
ワ
シ
ン
ト
ン
付
加

　
税
率
以
外
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
入
江

　
は
そ
の
後
も
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
有
利
な
差
等
税
率
案
を
提
案
し
た
が
日
本
は

　
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
か
、
日
本
は
「
独
善
的
に
」
中
国
と
単
独
で
関
税

　
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
っ
た
不
可
解
な
記
述
を
し
て
い
る
。

⑱
在
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
宛
幣
原
外
相
電
（
大
正
十
五
年
二
月
十
三
日
）

　
隅
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
五
年
第
二
冊
下
巻
、
七
〇
～
文
書
、
七
三
五
頁
。

⑰
幣
原
外
相
宛
在
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
電
（
大
正
十
五
年
二
月
二
五
日
、
四

　
月
二
十
一
日
）
『
日
本
外
交
文
書
臨
大
正
十
五
年
第
二
柵
下
巻
、
七
〇
五
、
七
二

　
二
文
轡
、
七
三
八
－
七
三
九
、
＝
四
九
頁
。

⑱
「
五
月
十
五
日
全
権
会
議
決
定
ノ
付
加
税
実
施
協
定
案
」
噸
日
本
外
交
文
書
』

　
大
正
十
五
年
第
二
冊
下
巻
、
七
三
六
文
書
付
記
、
七
七
八
－
七
八
一
頁
。
臼
井

　
凹
日
本
と
中
国
㎞
二
五
一
頁
o
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⑲
在
北
京
関
税
特
別
会
議
代
表
宛
幣
原
外
相
電
（
大
正
十
五
年
五
月
十
九
、
二
十

　
七
日
）
醐
日
本
外
交
文
書
鹸
大
正
十
五
年
第
二
冊
下
巻
、
七
四
〇
、
七
四
二
文
書
、

三
　
北
伐
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て

七
八
四
－
七
八
六
、
七
八
八
頁
。

　
北
京
関
税
特
別
会
議
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
日
英
は
そ
れ
ぞ
れ
中
国
の
分
裂
状
況
に
対
す
る
異
な
っ
た
対
応
を
見
せ
た
。
ま
ず
日
本
に
と

っ
て
問
題
は
、
一
九
二
六
年
と
い
う
年
が
日
中
通
商
条
約
の
改
定
期
限
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
に
と
っ
て
差
等
税
率
の
合
意

を
重
視
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
っ
た
が
、
中
国
中
央
政
府
が
崩
壊
状
態
に
あ
っ
た
た
め
、
佐
分
利
通
商
局
長
を
中
心
に
以
下
の
よ
う
な
方

針
が
定
め
ら
れ
た
。

　
　
支
那
政
局
ノ
現
状
ヨ
リ
ミ
テ
、
単
二
申
央
政
府
ト
ノ
間
二
番
条
約
ノ
基
礎
ヲ
協
定
ス
ル
モ
、
地
方
権
力
者
ヲ
シ
テ
支
持
セ
シ
メ
得
サ
ル
カ
如
キ
場
合
ア
ル

　
　
　
ヘ
ク
、
之
力
為
朝
出
英
国
ノ
如
キ
ハ
特
別
会
議
二
於
テ
決
定
ス
ヘ
キ
諸
条
約
二
付
、
中
央
政
晦
ノ
外
広
東
政
府
ト
ノ
間
ニ
モ
別
二
取
極
ヲ
為
ス
ヘ
シ
ト
ノ

　
　
意
向
ヲ
有
ス
ル
カ
如
キ
モ
、
右
ハ
支
那
ノ
統
一
ヲ
破
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ト
シ
テ
ハ
之
国
忌
ル
ヲ
得
ス
、
寧
ロ
中
央
政
府
ト
ノ
間
二
協
定
シ
タ
ル
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
約
二
対
シ
地
方
ノ
支
持
ヲ
得
ル
カ
如
キ
時
期
了
然
リ
之
力
調
印
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
ス
ル
ノ
外
途
ナ
カ
ル
ヘ
シ
。

　
　
　
一
度
相
当
永
続
性
ノ
認
ム
ヘ
キ
政
府
出
現
セ
ム
カ
率
先
シ
テ
関
税
会
議
ノ
非
公
式
再
開
ヲ
提
唱
ス
ヘ
ク
、
又
通
商
条
約
改
訂
ノ
要
求
袖
標
シ
居
り
タ
リ
ト

　
　
セ
ハ
之
亦
非
公
式
交
渉
二
依
1
3
［
…
］
又
税
率
問
題
二
付
テ
モ
漸
進
的
自
主
権
回
復
ノ
見
地
ヨ
リ
襲
二
公
文
交
換
ノ
行
懸
ヲ
追
ヒ
税
率
協
定
ノ
商
議
ヲ
開
始

　
　
ス
ル
コ
ト
然
ル
ヘ
シ
ト
難
モ
［
…
］
関
税
会
議
二
依
リ
差
等
税
率
、
投
資
整
理
、
財
政
確
立
等
過
渡
的
措
置
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
列
国
ニ
ト
リ
テ
モ
支
那
側
二
取

　
　
リ
テ
モ
必
要
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
羊
歯
関
税
会
議
ノ
再
開
進
行
二
重
キ
ヲ
置
ク
ヘ
ク
、
通
商
条
約
改
訂
問
題
ハ
之
ト
並
行
シ
テ
徐
々
二
進
行
セ
シ
ム
ル
ノ
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
二
出
ツ
ル
コ
ト
然
ル
ヘ
シ
。

　
関
税
会
議
再
開
の
見
込
み
が
立
た
な
け
れ
ば
、
最
終
的
に
最
恵
国
条
款
を
付
し
て
「
単
独
二
日
支
条
約
改
訂
ヲ
断
行
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

が
、
日
本
に
と
っ
て
、
統
一
政
権
が
登
場
し
な
い
状
況
下
で
中
国
の
一
政
権
と
の
条
約
締
結
に
踏
み
切
る
こ
と
は
、
反
対
勢
力
か
ら
の
批
判
や
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条
約
否
認
の
態
度
を
招
き
か
ね
ず
、
そ
れ
は
中
国
の
条
約
尊
重
の
意
識
を
形
成
し
て
い
く
上
で
大
き
な
障
害
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
列
強
は
一
致
し
て
中
国
の
統
一
を
待
つ
必
要
が
あ
り
、
関
税
会
議
に
は
、
そ
う
し
た
列
強
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
で
中
国
の
条

約
遵
守
の
自
覚
を
促
す
と
共
に
、
英
米
の
突
出
し
た
行
動
を
牽
制
す
る
役
割
も
期
待
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
引
用
文
中
の
公
文
交
換
、

す
な
わ
ち
会
議
に
お
け
る
差
等
税
率
案
の
合
意
は
重
要
で
あ
っ
た
。
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
関
税
会
議
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
ワ
シ
ン
ト
ン

条
約
の
文
一
醤
上
の
規
定
に
は
以
前
に
増
し
て
期
待
を
寄
せ
な
く
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
右
の
日
本
側
の
観
測
に

も
見
ら
れ
る
広
東
政
府
の
動
向
で
あ
り
、
と
り
わ
け
広
東
政
府
が
関
税
会
議
の
閉
会
後
に
二
・
五
％
の
内
地
税
の
徴
収
を
㏄
方
的
に
宣
言
し
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
概
ね
先
に
記
し
た
マ
ク
レ
i
私
案
の
方
向
に
沿
っ
て
こ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
広
東
政
府
に
よ
る
二
・
五
％
新
規
課
税
が
宣
雷
さ
れ
た
の
は
、
九
月
十
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
広
東
政
府
は
内
地
税
と
い
う
建
前
を
と
っ

た
が
、
二
・
五
％
と
い
う
税
率
、
お
よ
び
税
の
徴
収
を
海
関
施
設
周
辺
で
行
う
と
い
う
露
骨
な
行
動
に
照
ら
し
、
広
東
政
府
が
ワ
シ
ン
ト
ン
条

約
な
い
し
関
税
会
議
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
広
東
政
府
に
よ
る
海
関
税
の
引
き
渡
し
要
求
そ
の
も
の
は
、
へ
九
一

八
年
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
後
も
断
続
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
海
関
当
局
は
こ
れ
を
一
貫
し
て
拒
否
し
て
お
り
、
一
九
二
三
年
に
は
、
海
軍
の

派
遣
と
い
う
事
態
に
ま
で
立
ち
至
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
二
六
年
の
時
点
で
問
題
を
複
雑
に
し
た
の
は
、
前
年
の
五
・
三
〇
事
件
以
来
、

広
東
に
も
波
及
し
た
反
英
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
問
題
が
絡
ん
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
事
態
の
収
拾
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
外
交
当
局
、

香
港
政
庁
と
、
広
東
側
で
は
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
と
の
間
で
折
衝
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
香
港
政
庁
は
「
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
広
東
政
府

の
支
援
を
得
て
い
る
ば
か
り
か
、
広
東
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
に
屈
辱
を
与
え
る
条
件
で
、
そ
れ
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う

な
条
件
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
権
益
に
お
い
て
現
在
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
よ
り
は
る
か
に
好
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
な
い
反
応
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
」
と
観
測
し
て
い
た
。
そ
こ
で
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
対
し
て
は
、
海
上
封
鎖
や
軍
艦
派
遣
を
求
め
る
意
見
が

繰
り
返
し
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
こ
に
は
大
き
な
間
題
が
あ
っ
た
。
何
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
主
体
の
海
関
行
政
の
継
続
を
前
提
と
す
る
海
関
税
引
き
渡
し
要
求
に
比
べ
、
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ボ
イ
コ
ッ
ト
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ソ
連
の
煽
動
と
を
背
景
と
し
て
お
り
、
威
嚇
に
よ
っ
て
譲
歩
を
引
き
出
し
得
る
展
望
が
ほ
と
ん
ど
持
て
な

か
っ
た
。
そ
の
上
、
威
圧
的
な
態
度
が
も
た
ら
す
弊
害
に
つ
い
て
、
多
大
な
不
安
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
｝
月
十
三
日
に
香
港
政
庁
で
検
討
さ

れ
た
結
果
、
達
し
た
結
論
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
対
す
る
強
硬
措
置
に
は
以
下
の
よ
う
な
危
険
が
伴
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。

　
　
固
　
海
上
封
鎖
は
そ
れ
を
続
け
る
間
、
そ
の
こ
と
自
体
で
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
中
で
も
継
続
し
て
い
る
香
港
と
広
東
間
の
イ
ギ
リ
ス
貿
易
を
確
実
に
破
壊
し

　
　
　
て
し
ま
う
こ
と
。

　
　
ω
　
海
上
封
鎖
に
よ
っ
て
現
在
の
広
東
政
府
を
速
や
か
に
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
。

　
　
㈲
　
反
英
感
情
が
多
か
れ
少
な
か
れ
広
東
に
限
定
さ
れ
て
い
る
中
、
海
上
封
鎖
が
申
国
金
体
の
反
英
感
情
を
助
長
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
こ
と
。

　
　
ω
　
海
上
封
鎖
に
よ
っ
て
直
接
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
よ
り
永
続
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
開
国
貿
易
、
と
り
わ
け
香
港
と
広
東
の
間
の
貿
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
関
係
に
、
現
在
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
以
上
に
有
害
と
な
る
反
感
を
残
す
で
あ
ろ
う
こ
と
。

　
結
局
、
広
東
政
府
に
対
し
て
は
、
時
間
を
か
け
て
友
好
関
係
を
回
復
し
て
い
く
「
忍
耐
的
宥
和
」
が
最
善
と
さ
れ
た
が
、
関
税
会
議
に
臨
ん

だ
際
の
イ
ギ
リ
ス
の
戦
略
に
と
っ
て
、
広
東
政
府
と
い
う
一
地
方
政
権
に
対
し
て
す
ら
強
い
態
度
を
示
せ
な
い
状
況
は
、
深
刻
で
あ
っ
た
。
確

か
に
ソ
連
の
煽
動
に
つ
い
て
は
、
一
部
で
提
起
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
に
対
す
る
直
接
抗
議
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
国
民
党
が
共

産
主
義
を
信
奉
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
い
ず
れ
起
こ
る
で
あ
ろ
う
ソ
連
と
国
民
党
と
の
亀
裂
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き

た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
関
税
会
議
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
目
的
は
、
蟻
壁
の
統
一
促
進
、
政
治
的
安
定
化
に
よ
る
貿
易
の
発
展
に
あ
り
、
そ

れ
は
何
よ
り
列
強
の
指
導
と
威
信
の
下
、
中
国
の
内
戦
を
抑
制
し
、
行
政
的
効
率
化
を
促
進
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
実
現
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
威
信
そ
の
も
の
が
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
は
、
関
税
会
議
の
最
申
に
露
呈
し
た
北
洋
政
権
の
有
名
無
実
化
な

ど
よ
り
、
は
る
か
に
重
大
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
広
東
政
府
が
裏
で
糸
を
引
く
反
英
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
対
し
、
北
洋
政
権
を
支
援
し
て
広
東
政
府
を
打
倒
す
る
と
い
う
意
見
ま
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
反
対
理
由
は
、
単
に
北
洋
政
権
が
膚
名
無
実
化
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
う
し
た
措
置
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が
中
国
に
対
す
る
内
政
干
渉
に
あ
た
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
以
来
の
中
国
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
の
理
念
に
反
し
て
い
る
た
め
と
い
う
点
に
あ
っ

⑤た
。
広
東
政
府
に
対
す
る
軍
艦
派
遣
や
海
上
封
鎖
な
ど
よ
り
、
関
税
会
議
で
そ
の
財
政
基
盤
を
強
化
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
北
洋
政
権
を
支
援
す

る
こ
と
が
内
政
干
渉
と
さ
れ
た
の
は
、
辛
亥
革
命
以
来
の
列
強
の
方
針
が
南
北
妥
協
を
基
本
と
す
る
内
戦
の
抑
止
で
あ
り
、
し
か
も
崩
壊
し
つ

つ
あ
る
北
洋
政
権
を
支
援
し
て
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
要
求
に
強
圧
的
に
臨
む
こ
と
が
中
国
政
情
の
趨
勢
に
明
ら
か
に
逆
行
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
規
定
さ
れ
た
中
国
の
主
権
尊
重
・
行
政
二
宮
　
の
保
障
と
い
う
原
則
は
、
広
東
政

府
が
北
京
政
府
か
ら
分
離
し
て
い
く
こ
と
そ
の
も
の
に
対
し
、
必
ず
し
も
一
義
的
な
対
応
を
要
請
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば

一
九
二
六
年
一
月
末
、
広
東
情
勢
に
関
し
て
作
成
さ
れ
た
あ
る
覚
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

　
　
中
国
に
関
す
る
一
般
条
約
の
第
一
鼠
壁
一
項
は
、
現
実
に
は
自
制
的
（
ω
Φ
零
山
。
身
紗
α
q
）
な
性
格
を
持
っ
た
規
定
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
日
本
の
山

　
東
占
領
の
よ
う
な
行
動
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
も
し
広
東
が
中
国
と
の
合
意
に
よ
っ
て
独
立
国
家
を
主
張
す
る
な
ら
、
私
の
意
見
で
は
、
締
約
国

　
が
新
国
家
を
承
認
す
る
条
文
上
の
問
題
は
な
い
し
、
さ
ら
に
、
も
し
中
国
中
央
政
府
の
同
意
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
広
東
が
中
国
か
ら
離
脱
し
、
条
約

　
は
と
も
か
く
、
他
国
に
よ
っ
て
承
認
で
き
る
よ
う
な
状
況
に
ま
で
独
立
国
家
と
し
て
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、
状
況
は
同
じ
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
他
方
、

　
こ
の
条
項
は
締
約
国
に
、
中
国
の
地
方
に
お
け
る
分
離
主
義
的
な
運
動
を
助
長
し
た
り
、
反
乱
政
府
を
独
立
国
家
と
し
て
尚
早
の
承
認
を
与
え
る
よ
う
な

　
行
動
を
強
く
禁
止
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
締
約
国
が
反
乱
地
方
の
独
立
達
成
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
条
項
の
効
果
を
出
し
抜
く
こ

　
と
も
自
由
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
さ
ら
に
、
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
締
約
国
が
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
は
、
中
国
の
主
権
、
独
立
、
そ
し
て
領
土
お
よ
び
行
政
の
統
一
を
尊
重
す

　
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
れ
ら
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
も
し
中
国

　
が
互
い
に
独
立
し
た
多
く
の
断
片
に
分
裂
し
た
と
す
れ
ば
、
締
約
国
は
、
既
に
そ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
情
勢
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
承
認
せ

　
“
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
さ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
主
権
尊
重
を
掲
げ
た
九
国
条
約
第
一
条
第
一
項
は
、
締
約
国
に
特
定
の
義
務
を
課
す
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
の
情
勢
に
対
す
る
受
動
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的
な
性
格
が
強
い
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
そ
の
も
の
を
柔
軟
に
捉
え
る
イ
ギ
リ
ス
の
認
識
の
表
れ

で
も
あ
っ
た
。
広
東
政
府
に
よ
っ
て
新
規
内
地
税
の
徴
収
に
関
す
る
通
告
が
な
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
う
し
た
認
識
を
持
ち
始
め
た
中

で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
問
題
と
関
わ
る
の
は
、
広
東
政
府
が
逓
知
に
際
し
、
新
税
の
徴
収
を
十
月
十
日
よ
り
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

始
す
る
こ
と
と
共
に
、
そ
の
時
ま
で
に
反
共
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
停
止
す
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
通
告
を
受
け
た
ブ
レ
ナ
ン
広

東
総
領
事
は
、
驚
き
を
隠
さ
な
い
と
同
時
に
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
停
止
の
約
束
に
対
し
て
は
と
り
あ
え
ず
、
従
来
の
広
東
政
府
の
姿
勢
を
理
由
に
そ

の
信
懸
性
に
疑
問
を
呈
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
広
東
政
府
が
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
停
止
を
明
言
し
た
こ
と
は
、
広
東
政
府
の
譲
歩
の
兆
候
と
し
て

も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
新
税
導
入
ま
で
時
間
が
切
迫
し
て
い
た
と
は
い
え
、
イ
ギ
リ
ス
の
方
針
決
定
は
す
ば
や
か
っ
た
。
わ
ず
か
十
日

余
り
の
ち
に
は
、
現
地
と
本
国
間
の
間
で
、
対
応
に
つ
い
て
意
見
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
広
東
政
府
の
提
案
は
広
東
政
府
の
自
主
的
判
断
に
基
づ
く
、
い
わ
ば
一
方
的
な
通
止
口
で
あ
っ
た
か
ら
、
問
題
は
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の

具
体
的
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
一
つ
の
見
解
は
、
新
税
徴
収
を
黙
認
す
る
こ
と
は
、
反
英
ボ
イ
コ
ッ
ト

に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
譲
歩
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
中
国
側
は
今
後
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
よ
っ
て
条
約
廃
棄
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
っ
て
、
広
東
政
府
が
独
自
の
政
策
と
し
て
内
地
税
の
導
入
を
位
置
づ
け
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
陞
止
す
る

行
動
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
～
方
で
、
広
東
政
府
は
内
地
税
と
い
う
建
前
を
と
っ
て
は
い
た
が
、
二
・
五
％
と
い
う
税
率
、

お
よ
び
税
の
徴
収
を
海
関
施
設
周
辺
で
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
照
ら
し
、
広
東
政
府
が
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
な
い
し
関
税
会
議
を
強
く
意
識

し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
か
ら
、
権
利
の
放
棄
に
当
た
る
黙
認
な
ど
よ
り
、
む
し
ろ
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
停
止
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

状
況
下
で
明
確
な
協
定
を
締
結
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
今
回
の
件
は
海
関
業
務
の
存
続
に
も
関
わ
り
か
ね
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

問
題
で
あ
っ
た
た
め
に
、
海
関
の
有
名
無
実
化
よ
り
は
、
正
規
の
協
定
に
よ
っ
て
海
関
業
務
の
正
当
性
を
広
東
政
府
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
が
提
起
し
た
の
は
、
微
妙
に
意
味
合
い
は
異
な
る
も
の
の
、
根
底
で
は
や
は
り
そ
れ
に
通
じ
る
意
見
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
各
国
に
対
す
る
課
税
の
公
平
性
と
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
停
止
状
況
を
見
極
め
る
と
い
う
形
で
新
税
を
黙
認
し
、
か
つ
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⑧

海
関
が
協
力
的
な
態
度
を
示
す
な
ら
事
後
的
に
協
定
を
締
結
し
、
正
式
に
新
税
を
承
認
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
た
と
え
事
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

交
渉
と
い
う
形
で
あ
っ
て
も
、
新
税
徴
収
の
「
正
常
化
」
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
平

町
は
あ
く
ま
で
ワ
シ
ン
ト
ン
付
加
税
に
対
応
す
る
課
税
と
し
て
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
を
広
東
政
府
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
意
見
も
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
広
東
政
府
の
新
税
導
入
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
反
応
は
、
た
と
え
黙
認
と
い
う
形
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
対
す
る
イ
ギ
リ

ス
の
譲
歩
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
中
国
に
対
す
る
好
意
的
措
置
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
海
関
の
統
一
的
行
政
機
構
と
し
て
の
実
体
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
危
険
性
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
逆
に

新
税
を
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
精
神
に
則
っ
て
承
認
し
、
し
か
も
そ
の
業
務
を
海
関
に
委
託
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
海
関
と
広
東
政
府
と
の

関
係
は
む
し
ろ
協
力
的
な
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
広
東
政
府
以
外
の
地
方
政
権
が
同
様
の
内
地
税
を
徴
収
し
始
め
た
場
合
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
海
関
行
政
の
全
国
的
な
統
一
性
は
や
は
り
維
持
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
北
京
関
税
特
別
会
議
前
に
マ
ク
レ
ー
が
作
成

し
た
中
国
内
政
改
革
案
の
核
心
部
分
に
相
当
し
、
か
つ
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
統
治
の
特
徴
で
あ
る
間
接
統
治
の
理
念
が
明
確
に
反
映
さ
れ
た
構
想

で
も
あ
っ
た
。
要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
広
東
政
府
の
新
税
徴
収
に
反
対
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
精
神
に

則
っ
て
容
認
し
て
い
く
過
程
の
中
で
、
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
安
定
化
を
図
る
大
国
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
、
影
響
力
を
保
持
し
て
い
こ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
判
断
は
、
十
二
月
二
十
六
日
の
中
国
に
対
す
る
声
明
、
い
わ
ゆ
る
ク
リ
ス
マ
ス
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
表
に
向
け
て
、

イ
ギ
リ
ス
が
大
き
く
動
き
始
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
依
然
と
し
て
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
ず
何
よ
り
、

中
国
側
は
新
税
の
導
入
を
あ
く
ま
で
国
内
政
策
と
し
て
自
主
的
に
実
施
す
る
建
前
を
取
っ
て
い
た
。
し
か
も
他
方
で
他
の
列
強
、
と
り
わ
け
日

本
が
、
広
東
政
府
に
よ
る
新
税
の
創
設
に
強
く
反
対
し
、
列
強
に
よ
る
共
同
抗
議
の
必
要
を
主
張
し
て
い
た
。
日
本
の
主
張
は
、
中
国
の
地
方

に
お
け
る
条
約
否
認
の
姿
勢
が
中
国
全
体
に
及
ぼ
す
影
響
を
懸
念
し
た
も
の
で
あ
り
、
列
強
が
一
致
し
て
そ
れ
に
反
対
す
る
意
思
を
示
す
こ
と
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が
重
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
で
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
広
東
側
の
方
針
と
他
の
列

強
の
態
度
の
い
ず
れ
も
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
、
事
後
協
定
に
よ
る
新
税
の
承
認
と
い
う
方
針
に
と
っ
て
障
害
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
問

題
を
複
雑
に
し
た
の
は
、
国
民
政
府
に
よ
る
北
伐
が
進
展
し
、
十
月
十
日
に
武
昌
が
陥
落
、
十
一
月
中
旬
に
は
武
昌
へ
の
国
民
政
府
の
移
転
が

確
実
と
な
り
、
そ
れ
以
降
、
国
民
政
府
の
承
認
問
題
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
北
伐
の
進
展
が
関
係
し
て

く
る
の
は
、
承
認
問
題
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
外
務
出
先
と
他
の
列
強
の
主
張
と
が
、
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
香
港
政
庁

や
外
務
出
先
な
ど
、
中
国
に
駐
在
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
政
府
機
関
は
、
国
民
政
府
の
早
期
承
認
を
求
め
る
立
場
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、

国
民
政
府
が
依
然
と
し
て
全
国
政
権
に
ほ
ど
遠
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
点
で
他
の
列
強
は
、
国
罠
政
府
の
承
認
を
時
期
尚

早
と
見
な
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
日
本
外
務
省
亜
細
亜
局
が
十
一
月
二
十
七
日
付
で
作
成
し
た
「
広
東
政
府
承
認
問
題
二
関
ス
ル
件
」
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

　
ω
　
広
東
政
府
ハ
僅
二
長
江
以
南
ノ
数
省
ノ
実
力
ヲ
掌
握
シ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
、
未
タ
支
那
全
部
二
豊
リ
権
力
ヲ
樹
立
セ
ル
モ
ノ
前
非
ル
ヲ
以
テ
、
関
係
法

　
　
血
煙
政
府
二
対
シ
支
那
全
国
ヲ
代
表
ス
ル
政
庵
ト
シ
テ
ノ
承
認
ヲ
与
へ
得
サ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
。
従
テ
本
件
広
東
政
府
承
認
ノ
問
題
ハ
結
局
広
東
政
府
ヲ

　
　
南
支
那
二
於
ケ
ル
事
実
上
ノ
政
府
ト
シ
テ
承
認
ス
ヘ
キ
否
や
ノ
問
題
二
帰
着
ス
ヘ
シ
。

　
㈲
　
然
ル
ニ
広
東
政
断
要
人
ハ
、
一
方
面
際
法
ヲ
導
重
ス
ル
コ
ト
ヲ
明
書
シ
乍
ラ
、
他
方
本
件
承
認
問
題
二
関
シ
テ
ハ
広
東
政
府
承
認
ノ
場
合
旧
来
ノ
条

　
　
約
上
ノ
義
務
ヲ
如
何
二
承
継
ス
ヘ
キ
や
否
や
ハ
承
認
後
始
メ
テ
考
量
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
承
認
前
之
ヲ
論
議
ス
ヘ
キ
限
り
ニ
ア
ラ
ス
ト
述
へ
、
国
際

　
　
慣
例
ヲ
全
然
無
視
ス
ル
ノ
態
度
二
出
テ
ツ
ツ
ア
リ
。
又
広
東
政
府
ハ
列
国
ニ
シ
テ
同
政
府
ヲ
支
那
金
田
ノ
島
甘
器
ノ
政
府
ト
シ
テ
承
認
ス
ル
場
合
ノ

　
　
ミ
之
ヲ
受
諾
ス
ヘ
ク
、
又
同
政
府
ト
シ
テ
ハ
右
承
認
二
付
何
等
列
国
二
要
求
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ル
旨
ヲ
声
明
シ
居
ル
ヲ
以
テ
、
此
際
列
国
側
二
於

　
　
テ
広
東
政
府
ヲ
支
那
ノ
一
部
、
例
ヘ
ハ
南
支
那
政
府
ト
シ
テ
承
認
セ
ム
ト
ス
ル
モ
、
広
東
政
麻
二
対
シ
何
等
ノ
満
足
ヲ
与
へ
得
サ
ル
ヘ
キ
ハ
勿
論
、
却

　
　
テ
其
侮
辱
ヲ
招
ク
ニ
至
ル
ヘ
シ
。

日
本
側
は
イ
ギ
リ
ス
の
意
図
に
つ
い
て
、
「
広
東
側
ノ
排
英
運
動
ヲ
緩
和
セ
ム
カ
為
」
に
、
二
・
五
％
の
ワ
シ
ン
ト
ン
付
加
税
や
さ
ら
に
は
広
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菓
政
府
に
対
す
る
承
認
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
観
測
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
の
極
め
て
重
要
な
点

を
突
い
て
い
た
。
し
か
し
十
二
月
一
日
の
閣
議
決
定
を
経
て
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
よ
り
薪
任
の
中
国
公
使
ラ
ン
プ
ソ
ン
に

伝
え
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
方
針
は
、
日
本
国
の
全
く
想
定
し
な
い
展
望
の
下
に
、
ク
リ
ス
マ
ス
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
公
表
を
予
告
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
関
税
会
議
の
最
中
よ
り
中
国
の
分
裂
傾
向
が
進
む
一
方
、
「
中
国
に
諸
国
と
の
対
等
の
地
位
を
求
め
る
強
力
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
動
き
」
が
高
揚
し
て
い
る
状
況
に
対
し
、
「
こ
の
動
き
に
同
情
と
理
解
と
を
以
て
応
え
る
こ
と
に
失
敗
す
れ
ば
、
中
国
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

列
強
の
真
の
意
図
に
適
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
認
識
を
示
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
状
況
を
慎
重
に
再
検
討
し
た
結
果
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
締
約
国
が
と
る
べ
き
指
針
に
つ
い
て
、
考
え
抜
か
れ
た
見
解
を
提
出
し
た

　
　
い
と
望
ん
で
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
政
府
が
現
状
の
最
も
重
要
な
諸
事
実
を
示
し
、
ま
た
、
中
国
自
身
が
交
渉
に
堪
え
る
権
威
あ
る

　
　
政
府
を
形
成
し
た
時
に
直
ち
に
条
約
改
正
や
そ
の
他
の
際
立
っ
た
問
題
に
つ
い
て
交
渉
に
入
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
政

　
　
府
が
確
立
す
る
ま
で
の
間
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
精
神
に
調
和
す
る
と
同
時
に
現
在
の
状
況
の
変
化
に
も
合
致
す
る
よ
う
発
展
、
適
応
さ
れ
た
建
設
的
政

　
　
策
を
追
求
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
を
も
明
ら
か
に
す
る
声
明
を
、
発
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
［
…
］

　
　
　
宣
言
は
、
列
強
の
政
策
が
中
国
に
事
前
に
強
力
な
中
央
政
府
が
確
立
す
る
の
を
待
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
強
要
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
中
国
と

　
　
協
調
的
な
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
最
終
的
判
断
は
、
広
東
政
府
に
対
し
、
内
地
税
に
関
す
る
事
後
の
協
定
を
求
め
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
国
民
政
府
に
対
す
る

正
式
承
認
を
与
え
る
わ
け
で
も
な
く
、
一
方
的
に
二
・
五
％
付
加
税
の
実
施
を
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
精
神
に
則
っ
て
承
認
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
決
定
は
、
た
と
え
そ
れ
が
列
強
の
統
一
行
動
を
短
期
的
に
は
損
な
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
率
先
し
て
ワ
シ

ン
ト
ン
条
約
の
弾
力
的
運
用
を
図
り
な
が
ら
中
国
の
政
治
的
・
経
済
的
要
求
に
応
え
、
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
安
定
化
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
長

期
的
な
列
強
問
の
協
調
維
持
に
も
貢
献
す
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
展
望
の
下
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
イ
ギ
リ
ス
の
声
明
は
、
単
に
中
園
に
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対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
列
強
を
含
む
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
締
約
国
の
全
て
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　
ク
リ
ス
マ
ス
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
一
般
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
枠
組
み
か
ら
離
脱
し
、
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
単
独

の
宥
和
政
策
へ
と
方
針
を
転
換
し
た
象
徴
的
事
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
P
・
」
・
ケ
イ
ン
お
よ
び
A
・
G
・
ホ
プ
キ
ン
ス

に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
再
解
釈
論
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
お
よ
び
ホ
プ
キ
ン
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
劇
的
な
政
策
転
換
が
金
融
利
害

を
反
映
し
た
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
距
離
を
取
り
始
め
た
中
で
生
じ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

政
策
で
あ
っ
た
と
も
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
R
・
S
・
グ
レ
イ
ソ
ン
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
外
交
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
ブ
リ
ア
ン
外
相
や
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
外
相
と
共
に
ロ
カ
ル
ノ
条
約
を
成
立
さ
せ
、
そ
う
し
た
大
国
間
の
関
係
の
安
定

化
を
実
現
す
る
こ
と
で
国
際
連
盟
を
補
完
し
、
そ
の
長
期
的
な
育
成
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
安
定
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ
リ
カ
や
日
本
を
含
め
た
大
国
間
の
協
調
の
枠
組
み
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を

　
　
　
　
⑰

論
じ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
全
体
的
外
交
・
帝
国
政
策
の
決
定
様
式
は
、
欧
米
や
日
本
と
い
っ
た
主
要
国
に
対
し
て
は
本
国
の
主
導
権
が
強
く

発
揮
さ
れ
、
帝
国
領
域
に
対
し
て
は
、
間
接
統
治
の
理
念
を
踏
ま
え
、
現
地
側
の
主
導
権
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
点

で
イ
ギ
リ
ス
の
対
中
国
外
交
は
、
独
立
国
に
対
し
て
で
は
あ
っ
た
が
、
明
ら
か
に
現
地
主
導
の
帝
国
統
治
に
準
ず
る
形
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
関
税
会
議
前
の
中
国
内
政
改
革
案
の
策
定
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
情
勢
の
変
化
の
中
、
現
地
で
国
民
党
承
認
論

が
高
ま
る
と
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
は
そ
れ
が
対
日
米
関
係
に
も
関
わ
る
こ
と
か
ら
最
終
決
定
に
介
入
し
、
現
地
側
の
意
向
を
抑
え
る
形
で
ク

リ
ス
マ
ス
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
公
表
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
時
点
の
イ
ギ
リ
ス
の
単
独
行
動
を
国
際
協
調
に
反
す
る
行
動
と
し
て

捉
え
る
の
は
、
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
は
、
自
ら
主
導
権
を
発
揮
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
弾
力
的
運
用
を
図
り
、
列
強
間
の

協
調
と
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
宥
和
政
策
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
政
策
転
換
を
強
調
す
る
議
論
は
強
い
印
象
を
与
え
が
ち
で

あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
、
以
上
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
展
開
を
捉
え
る
方
が
、
お
そ
ら
く
ケ
イ
ン
お
よ
び
ホ
プ
キ
ン
ス
の
全
体

的
議
論
に
と
っ
て
も
、
よ
り
整
合
的
な
は
ず
で
あ
る
。
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①
「
日
支
通
商
条
約
改
正
問
題
二
関
ス
ル
打
合
」
（
大
正
十
五
年
八
月
二
十
三
日
）

　
『
日
本
外
交
文
書
隔
大
正
十
五
年
第
二
冊
上
巻
（
一
九
八
五
年
）
三
九
九
文
書
、

　
三
六
四
頁
。
引
用
に
際
し
て
は
、
句
読
点
を
補
っ
た
。

②
亜
細
亜
局
私
見
「
日
支
通
商
条
約
改
訂
問
題
二
関
ス
ル
件
」
（
大
正
十
五
年
九

　
月
七
日
）
『
日
本
外
交
文
書
㎞
大
正
十
五
年
第
二
冊
上
巻
、
四
〇
二
文
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付
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三
七
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－
三
八
○
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．
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第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
相
対
的
な
国
力
の
低
下
と
内
外
の
帝
国
主
義
批
判
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
列
強
間
の
協

調
を
実
現
す
る
中
で
、
国
際
秩
序
の
安
定
化
に
主
導
権
を
発
揮
し
つ
つ
、
帝
国
に
よ
る
統
治
を
植
民
地
の
自
立
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
で
応
え



北京関税特別会議とワシントン条約後の東：アジア秩序の変容（宮田）

よ
う
と
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
は
、
そ
う
し
た
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
戦
略
を
背
景
に
、
中
国
の
政
治
的
安
定
化
、
経
済
再
建
、
通
商
の
促

進
と
い
っ
た
目
標
を
日
米
と
の
協
調
の
中
で
実
現
し
て
い
く
た
め
の
理
念
的
象
徴
で
あ
り
、
か
つ
大
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
が

影
響
力
を
行
使
し
て
い
く
中
心
的
な
媒
体
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
は
、
そ
の

規
定
を
厳
密
に
順
守
す
べ
き
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
必
要
に
応
じ
て
弾
力
的
に
運
用
さ
れ
、
追
加
的
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
対
象

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
関
税
条
約
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
九
二
五
年
十
月
に
北
京
関
税
特
別
会
議
が
開
催
さ
れ
た
時
、
中
国
の
関
税
増
税
を
認
め
る
旦
ハ

体
的
条
件
を
め
ぐ
っ
て
日
英
乱
曲
に
対
立
が
存
在
し
た
理
由
は
、
決
し
て
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
益
を
優
先
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

以
上
に
、
日
英
米
問
に
、
世
界
的
責
任
を
負
っ
た
大
国
と
し
て
中
国
の
再
建
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
む
か
、
と
い
う
理
念
に
お
い
て
相
違
が

存
在
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
急
激
に
国
際
的
地
位
を
上
げ
た
日
本
は
、
～
等
国
と
し
て
相
応
し
い
態
度
で
中
国
に
臨
み
、
そ

の
法
秩
序
意
識
を
促
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
を
持
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
主
権
国
家
と
し
て
の
中
国
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
い
う
理
念
を

掲
げ
る
こ
と
は
、
欧
米
列
強
の
植
民
地
主
義
を
牽
制
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
日
本
に
と
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
列

強
の
政
治
的
影
響
力
を
積
極
的
に
発
揮
し
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
中
国
へ
の
内
政
干
渉
や
そ
の
国
際
管
理
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
懸
念

さ
れ
、
さ
ら
に
関
税
会
議
の
失
敗
後
に
広
東
政
府
と
の
妥
協
を
進
め
て
い
く
そ
の
政
治
手
法
は
、
中
国
の
分
離
傾
向
を
助
長
し
、
そ
の
統
～
を

阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
理
解
、
同
調
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
後
の
東
ア
ジ
ア
秩
序
は
、
日
英
米
の
相
互
協
調
が
基
調
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
日
本
も
ま
た
そ
う

し
た
枠
組
み
の
中
で
い
か
に
国
益
を
伸
張
す
る
か
と
い
う
政
策
判
断
を
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
政
治
的
混
乱
に
対
す
る
個
別
の
対

処
法
に
お
い
て
対
立
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
は
国
際
協
調
の
枠
組
み
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
相
互
の
突
出
し
た
行
動
に
自
制
を
促

そ
う
と
す
る
意
向
が
強
く
働
い
た
。
北
京
関
税
特
別
会
議
の
失
敗
後
、
日
本
は
中
国
政
情
の
推
移
と
関
税
会
議
の
再
開
、
日
中
通
商
条
約
交
渉

を
　
体
化
し
て
考
え
る
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
再
編
強
化
を
目
指
す
べ
く
、
現
地
外
交
官
の
国
民
政
府
承
認
要
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求
を
抑
え
る
形
で
ク
リ
ス
マ
ス
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
公
表
が
決
定
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、
列
強
問
の
独
自
の
動
き
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
国
際
協
調
の
枠
組
み
が
よ
り
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
日
英
の
対
応
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
各
列
強
の

中
国
政
策
の
傾
向
、
す
な
わ
ち
、
単
独
主
義
的
な
性
格
を
強
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
を
果
た
し
つ
つ
国
際
協
調
を
維
持
し
て
い
こ
う

と
す
る
政
策
傾
向
の
中
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
軍
縮
会
議
の
失
敗
か
ら
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約

を
成
功
さ
せ
て
い
く
、
世
界
的
潮
流
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
な
政
治
・
経
済
の
安
定
・
発
展
へ
の
責
任
を

自
覚
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
は
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
宥
和
政
策
が
東
ア
ジ
ア
政
策
の
唐
心

と
な
る
が
、
そ
の
判
断
は
決
し
て
中
国
に
対
す
る
受
動
的
な
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
満
州
事
変
以
降
の
対
日
宥
和
・
協
調
外
交
を
生
み

出
す
背
景
と
も
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
の
不
安
定
要
因
に
対
す
る
宥
和
政
策
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
イ
ギ

リ
ス
の
安
定
勢
力
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
、
そ
の
影
響
力
を
維
持
・
強
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
一
貫
し
た
政
策
意
識
が
存
在
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
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　　　　　　The　Special　Tariff　Conference　in　Beljing　（1925－1926）

in　the　Contexe　of　Changes　in　the　East　Asian　lnternational　Order

　　　　　　　after　the　Conclusion　of　the　Washir｝gton　Treaties　：

　　　　　　　　　British　Foreign　and　lmperial　Policy　and　Japan

by

MIYATA　Masaaki

　　This　paper　reconsiders　the　progress　of　the　Special　Tardif　Conference　iR　Beijing

（1925一一1926）　and　its　meanings　for　the　East　Asian　international　order　af｛］er　the

conclusion　of　the　Washington　Treaties　of　1922．　We　aiready　have　a　detailed　study

about　the　conference　by　Katsumi　Usui，　but　it　has　the　following　two　problems：　firstly，

it　shows　insuthcient　uRderstandmg　of　the　original　Japanese　proposal　to　the　conference

resulting　from　an　inadequate　grasp　of　the　entire　range　of　Japanese　policy；　and

secondly，　it　focuses　chiefiy　on　Japanese　policy　and　pays　scant　attention　to　those　of

Britain　and　the　United　States．　This　paper　examines　the　character　of　policies　of　Japan，

Britain　and　the　United　States　for　the　conference　comparatively．　Great　stress　has

been　placed　on　British　and　Japanese　policy，　especially　on　the　former，　because　it

played　the　most　important　role　in　the　development　of　the　situation　before　and　after

the　conference．

　　In　the　Washngton　Treaties，　it　was　prescribed　that　Chinese　custom　duties　of　5　90

should　be　raised　by　2．5　910　under　conditions　set　by　the　powers　at　the　confereRce，　and

by　another　2．5－7．5　90　oR　the　condition　of　the　abolition　of　lilein，　a　transit　duty　imposed

on　commodities　by　Chinese　provincial　governments，　as　well　as　other　conditions　set

by　the　conferees．　This　surtax　would　become　revenue　for　the　Chinese　central

government，　and　the　Washington　Treaties　therefore　attempted　to　streRgthen　the

fuiancial　basis　of　the　Chinese　central　govemment　and　its　abdity　to　control　provincial

governments　in　order　to　stab－ze　the　Chnese　political　and　economic　situations．

　　The　origina1　British　plan　for　the　conference　proposed　that　the　conference　take　a

comprehensive　irtitiative　in　coordinating　politica正and　economic　relations　between　the

C㎞ese　central　and　pro蛎nci訓gove㎜en毛s　by伽d血g血creased　t躍revenues

among　them．　That　policy　was　formed　in　close　connection　with　general　British　foreign

and　imperial　policies．　After　the　end　of　World　War　1　Britain　took　the　mitiagve　in

yeconstmcting　the　European　economy　in　cooperation　with　United　States　and
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attempted　to　a（加s£the　B痴sh　Emp辻e　to　the　ideal　of　national　se猛dete㎜jna廿on　by

suppor血ig　the　forma廿on　of　seil－governing　administrations　in　non－European　states

under　the　British　direct　or　inClirect　rule．　British　foreign　policy　toward　China　was　also

foumed　to　rel｝abilitate　the　Chinese　political　and　economic　situatioR　in　cooperation　with

United　States　and　Japan，　using　the　Washington　Treaties　as　a　symbol　of　their

supportive　attitudes　toward　the　non－European　states　and　a　means　by　which　Britain

could　exercise　its　infiuence　oR　China．

　　On　the　other　hand，　Japanese　foreign　policy　toward　Ch血a　after　the　conclusion　of　the

Washington　Treaties，　especially　that　of　Kijuro　Shidehara，　the　foreign　minister　of　the

Takaaki　Kato　Cabinet　formed　in　1924，　attempted　to　change　the　style　of　Japanese

foreign　policy　toward　China　into　one　more　appropriate　to　a　iirst　class　power．

Shidehara，　conscious　of　the　ideals　of　the　Washington　Treaties　concerning　Chinese

reconstruction，　adopted　a　policy　of　non－interference　in　China　as　his　diplomatic

p珈ciple，　looking　forward　to血e　formation　of血e　Chinese　govemment’s　sense　of

international　responsibility，　which　he　regarded　as　ari　important　premise　of　her

reconstruction　and　the　stabikzation　of　Japanese－Chinese　re｝ations．　Based　on　that

pimciple，　Shidehara　decided　the　poEcy　for　the　Tarijif　Conference，　to　the　effect　that　a

2．5　90　surtax　should　be　used　to　liquidate　Chna’s　unsecured　debts　（Shidehara　hoped

this　would　raise　the　credibikty　of　the　Chinese　govemment）　and　a　sttrtax　of　more　than

2．5　90　should　be　put　into　effect　dependmg　on　the　Chinese　govemment’s　efforts，

includmg　the　abolition　of　likin．　This　revenue　would　be　used　for　the　reconstmcljon　aRd

the　reorganization　of　C止血ese　a（㎞stration．　In　addition，　Japan　made　a　decision

during　the　proceeclings　of　the　Conference　that　tax　rates　on　various　commodities

should　be　raised　to　increase　the　revenue　of　China．　Many　studies，　including　that　of

Usui，　have　given　too　much　attention　to　Shidehara’s　demands　for　liquidation　of

unsecured　debts，　which　has　been　regarded　as　the　pursuit　of　Japanese　exclusive

interests．　lt　should，　however，　be　interpreted　in　the　context　of　his　orientation　to　the

new　Japanese－Chinese　relationship．

　　After　the　fakure　of　the　conference，　caused　by　the　collapse　of　the　Chnese　central

govemment，　Brkish　and　Japanese　foreign　policies　showed　contrastive　reactions　to

the　newly　arising　situatioR．　Japan　took　a　policy　of　watching　and　waiting　for　the

formation　of　an　effective　Chinese　govemment，　but　Britain　took　a　poEcy　of　appeasing

the　Kuornintang，　which　started　the　expedition　from　Kwangtung　to　the　north，　and

declared　a　new　domestic　tax　of　2．590　on　commodities．　Although　the　declaration

adopted　the　same　tax　rate　as　that　prescribed　in　the　Washington　Treaties，　it　was

intended　instead　£o　impose　another　new　transit　duty．　ln　December　1926，　however，

Britain　issued　a　statel皿ent　pern唾tt血g　China　the　sur£ax　of　2．5％盈翫e　s茎）irit　of出e

Washington　Treaties．　Although　Japar｝　and　the　United　States　were　strongly　opposed　to
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that　measure，　Britain　had　considered　that　appeasing　Cltiriese　nationalism，　eveR　if　on

the　provincial　government　level，　would　help　the　stabilization　of　the　East　Asian　order

based　on　the　Washington　Treaties　and　therefore　the　reconstruction　of　cooperative

relationships　with　the　United　States　and　Japan　in　the　long　term　as　weil．　ln　this　sense，

Britain　never　denled　the　validity　of　the　Washngt］on　Treaties，　but　attempted　to　make

elastic　adjustments　to　them　in　line　with　the　changing　situation　in　China．　That　was　the

consistent　strategy　of　British　foreign　poEcy．
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