
連
合
国
経
済
会
議
︵
一
九
一
六
年
︶
と
日
本
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【
要
約
】

本
稿
で
は
︑
一
九
一
六
年
六
月
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
連
合
国
経
済
会
議
に
関
す
る
日
本
の
政
策
形
成
を
検
討
し
︑
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
生

じ
た
貿
易
統
制
の
動
き
に
対
す
る
認
識
と
対
応
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
︒
会
議
の
開
催
通
知
を
受
け
た
大
隈
内
閣
は
︑
会
議
の
も
つ
拘
束
力
は
限
定
的

で
あ
る
と
の
見
通
し
の
も
と
︑
当
初
通
商
面
に
お
け
る
連
合
国
へ
の
協
力
を
最
小
限
に
留
め
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
会
議
の
事
後
処
理
に
あ
た

っ
た
寺
内
内
閣
は
︑
対
連
合
国
関
係
と
産
業
機
構
の
強
化
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
︑
速
や
か
な
決
議
承
認
と
関
連
法
案
・
機
構
の
整
備
を
推
進
し
て
い
っ

た
︒
さ
ら
に
日
本
代
表
と
し
て
会
議
に
参
加
し
た
阪
谷
芳
郎
ら
は
︑
世
界
経
済
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
は
不
可
避
で
あ
る
と
の
切
迫
し
た
危
機
感
の
も
と
︑
一
層

の
連
合
国
支
援
と
産
業
関
係
機
関
の
再
編
を
主
張
し
始
め
た
︒
そ
し
て
そ
の
後
︑
日
本
国
内
で
も
自
由
貿
易
へ
の
危
機
意
識
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

に
つ
れ
︑
彼
の
構
想
と
同
様
の
政
策
が
実
際
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

史
林

一
〇
〇
巻
五
号

二
〇
一
七
年
九
月

は

じ

め

に

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
て
二
年
弱
が
経
過
し
た
一
九
一
六
︵
大
正
五
︶
年
六
月
一
四
日
か
ら
一
七
日
に
か
け
て
︑
パ
リ
で
連
合
国
�
か

国
︵
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
・
イ
タ
リ
ア
・
ベ
ル
ギ
ー
・
セ
ル
ビ
ア
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
日
本
︶
の
代
表
者
を
集
め
た
国
際
経
済
会
議
︵
連
合
国

経
済
会
議
︑
以
下
経
済
会
議
と
略
︶
が
開
催
さ
れ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
第
一
次
大
戦
は
当
初
の
予
想
を
裏
切
っ
て
長
期
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑

戦
争
が
総
力
戦
の
様
相
を
呈
し
始
め
る
な
か
で
︑
連
合
国
間
で
は
戦
争
遂
行
に
あ
た
っ
て
の
通
商
・
貿
易
統
制
を
如
何
に
し
て
有
効
な
も
の
に

す
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
議
論
は
︑
戦
時
中
の
措
置
の
み
な
ら
ず
︑
講
和
後
の
ド
イ
ツ
の
商
業
活

38 (582)



動
の
再
興
に
ど
の
よ
う
に
立
ち
向
か
う
か
と
い
う
戦
後
構
想
を
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
問
題
認
識
を
背
景
と
し
て
︑
一
九
一

五
年
九
月
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
︑
大
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
経
済
問
題
を
討
議
す
る
国
際
会
議
の
開
催
が
提
議
さ
れ
︑

以
後
数
度
に
渡
り
両
国
間
で
折
衝
が
重
ね
ら
れ
た
︒
そ
し
て
こ
の
事
前
の
議
論
を
前
提
と
し
て
︑
前
述
し
た
各
国
代
表
を
集
め
て
開
催
さ
れ
た

の
が
本
会
議
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
大
戦
の
展
開
や
戦
後
構
想
に
密
接
に
関
わ
る
通
商
問
題
に
つ
い
て
︑
初
め
て
連
合
国
と
し
て
一
体
と
な

っ
た
対
応
が
模
索
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
︑
こ
の
会
議
が
持
つ
意
義
だ
っ
た
の
で
あ
る①
︒

以
上
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
本
会
議
は
︑
し
た
が
っ
て
日
本
に
対
し
て
も
︑
連
合
国
と
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
通
商
・
貿
易
統
制
の
動
き

に
対
し
て
如
何
な
る
施
策
を
講
ず
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
問
い
を
日
本
が
実
際
に
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
︑
処
理
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑
実
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い②
︒
こ
れ
は
︑
従
来
の
大
戦
中
の
政
治

外
交
史
の
研
究
対
象
と
し
て
は
︑
列
強
の
後
退
に
よ
り
日
本
独
自
の
動
き
が
活
発
と
な
っ
た
対
中
政
策
・
大
陸
政
策
の
分
析
に
関
心
が
集
中
す

る
傾
向
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が③
︑
近
年
大
戦
中
の
日
本
の
雑
誌
論
説
を
分
析
し
た
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
戦
争
を
き
っ
か

け
に
生
じ
た
自
由
貿
易
の
見
直
し
の
動
き
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
問
題
は
︑
同
時
代
の
論
壇
に
お
い
て
も
広
く
議
論
さ
れ
︑
自
国
の
第
一

次
大
戦
の
戦
後
構
想
を
考
え
る
上
で
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る④
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
論
壇
の
分
析
か
ら
一
歩
進

ん
で
︑
か
か
る
問
題
が
実
際
の
政
治
過
程
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
︑
第
一
次
大
戦
中
の
日
本
の
動
向
を
検

討
す
る
う
え
で
︑
ひ
と
つ
の
視
点
た
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
問
題
意
識
を
前
提
と
し
て
︑
本
稿
で
は
次
の
二
点
を
念
頭
に
お
い
て
︑
経
済
会
議
に
関
す
る
日
本
の
動
向
を
そ
の
政
策
決
定
の
様
相

を
中
心
に
分
析
す
る
︒
第
一
に
︑
大
戦
中
に
お
け
る
日
本
の
連
合
国
に
対
す
る
外
交
政
策
と
︑
経
済
問
題
の
関
係
に
着
目
す
る
︒
従
来
︑
第
一

次
大
戦
は
日
本
に
と
っ
て
ま
さ
に
﹁
天
佑
﹂
で
あ
っ
て
︑
有
利
な
通
商
環
境
を
一
方
的
に
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
い
う
通
念
が
根
強

か
っ
た
た
め
か
︑
森
川
正
則
氏
の
論
考⑤
を
除
い
て
は
︑
こ
の
二
点
を
関
わ
ら
せ
て
論
じ
る
研
究
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
︒
確
か
に
本
稿
で
も
指

摘
す
る
よ
う
に
︑
大
戦
初
期
の
段
階
で
は
︑
日
本
が
そ
の
通
商
政
策
を
遂
行
す
る
う
え
で
連
合
国
か
ら
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

連合国経済会議（一九一六年）と日本（藤井）
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っ
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
経
済
会
議
の
開
催
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
自
体
が
示
す
よ
う
に
︑
か
か
る
状
況
は
大
戦
の
長
期

化
と
と
も
に
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
経
済
会
議
に
お
け
る
日
本
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
環

境
の
変
化
を
日
本
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
︑
そ
れ
が
実
際
の
政
策
に
ど
う
反
映
さ
れ
た
の
か
を
示
す
一
つ
の
有
力
な
事
例
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
通
商
・
貿
易
の
制
限
が
連
合
国
の
間
で
議
論
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
前
に
︑
日
本
国
内
で
は
如
何
な
る
内
政
的
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
第
一
次
大
戦
を
契
機
と
し
て
日
本
が
総
力
戦
へ
の
対
応
を
開
始
し
た
こ
と
は
特
に
強
調
さ

れ
て
い
る
事
実
で
あ
り⑥
︑
通
商
・
産
業
と
い
う
経
済
的
側
面
に
お
い
て
も
︑
戦
間
期
に
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
総
力
戦
を
念
頭
に
置
い
た
ア

ウ
タ
ル
キ
ー
志
向
に
影
響
さ
れ
た
商
工
官
僚
が
︑
重
化
学
工
業
を
中
心
と
す
る
﹁
基
礎
的
な
産
業
﹂
の
保
護
育
成
策
を
推
進
し
て
い
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る⑦
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
政
策
の
基
礎
が
具
体
的
に
大
戦
中
の
ど
の
よ
う
な
出
来
事
を
き
っ
か
け
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か

と
い
う
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
の
結
果
大
戦
中
と
戦
間
期
の
動
向
を
連
続
的
に
把
握
す
る
作
業
は
未
だ
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
︒

本
稿
で
は
経
済
会
議
を
き
っ
か
け
と
し
た
措
置
を
実
際
の
政
治
過
程
の
中
で
検
討
し
︑
戦
間
期
の
動
向
の
源
流
が
い
か
な
る
状
況
の
な
か
で
浮

上
し
た
の
か
を
︑
よ
り
具
体
的
な
か
た
ち
で
提
示
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
︒

以
下
︑
第
一
章
で
は
会
議
へ
の
参
加
へ
の
過
程
を
︑
第
二
章
で
は
決
議
を
受
け
て
の
国
内
で
の
事
後
処
理
の
様
子
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
時
系
列
に

沿
っ
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
作
業
を
通
し
て
︑
一
九
一
六
年
～
一
七
年
初
頭
と
い
う
大
戦
の
長
期
化
が
明
ら
か
に
な
っ
た
段
階

に
お
い
て
︑
第
一
次
大
戦
が
日
本
に
与
え
た
影
響
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
︒

①

本
稿
は
経
済
会
議
に
関
す
る
日
本
の
認
識
と
政
策
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
り
︑

会
議
全
体
の
位
置
づ
け
や
列
国
の
動
向
に
関
し
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
︒

W
.K
.H
ancock,
Survey
O
f
B
ritish
C
om
m
onw
ealth
A
ffairs
vol.II

P
roblem
s
O
f
E
conom
ic
P
olicy
1918-1939
P
art
1,O
xford
U
niversity

Press,1940,
V
.H
.R
othw
ell,
B
ritish
W
ar
A
im
s
and
P
eace
D
iplom
acy

1
9
1
4-1
9
1
8,
C
laren
d
on
P
ress,
1971,
p
p.
267-279,
R
ob
ert
E
.

B
unselm
eyer,T
he
C
ost
O
f
the
W
ar
1914-1919,A
rchon
B
ooks,1975,

pp.35-47,伊
藤
昌
太
﹁
一
九
一
六
年
連
合
国
パ
リ
経
済
会
議
と
ロ
シ
ア
の
通
商

政
策
﹂︵
上
︶︵
中
︶︵
下
︶﹃
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
﹄
第
二
九
巻
第
一
号
︑
第

三
〇
巻
第
一
号
︑
第
三
一
巻
第
一
号
︑
一
九
七
七
～
一
九
七
九
年
︑
秋
富
創
﹁
第

一
次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
連
合
国
・
帝
国
会
議
と
イ
ギ
リ
ス
の
通
商
政
策
構

想
﹂﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
第
六
九
巻
第
一
号
︑
二
〇
〇
三
年
︒
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②

経
済
会
議
に
お
け
る
日
本
の
動
向
の
基
礎
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
先
行
研
究
と

し
て
︑
原
田
三
喜
雄
﹁
第
一
次
大
戦
参
加
と
経
済
調
査
会
成
立
﹂
同
﹃
近
代
日
本

と
経
済
発
展
政
策
﹄
︵
東
洋
経
済
新
報
︑
二
〇
〇
〇
年
︵
初
出
一
九
八
七
年
︶︶
が

あ
る
︒
会
議
を
機
に
経
済
調
査
会
や
臨
時
産
業
調
査
局
の
設
置
な
ど
の
政
策
が
推

進
さ
れ
た
こ
と
な
ど
重
要
な
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
や
や
概
説
的
で
あ
り
︑

本
稿
は
外
交
と
経
済
問
題
と
の
関
係
と
い
う
視
点
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
︑
さ
ら
に

分
析
を
深
め
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
︒

③

代
表
的
な
研
究
と
し
て
︑
北
岡
伸
一
﹃
日
本
陸
軍
と
大
陸
政
策
﹄
︵
東
京
大
学

出
版
会
︑
一
九
七
八
年
︶
︑
小
林
道
彦
﹁
世
界
大
戦
と
大
陸
政
策
の
変
容
﹂︵﹃
歴

史
学
研
究
﹄
第
六
五
六
号
︑
一
九
九
四
年
︶
な
ど
︒

④

ヤ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
﹁
第
一
次
世
界
大
戦
期
日
本
に
お
け
る
﹁
戦
後
論
﹂﹂
山

室
信
一
ほ
か
編
﹃
現
代
の
起
点

第
一
次
世
界
大
戦
一
世
界
戦
争
﹄
︵
岩
波
書
店
︑

二
〇
一
四
年
︶
︒
黒
沢
文
貴
氏
は
︑
か
か
る
観
点
を
戦
間
期
の
日
本
の
対
外
政
策

を
考
察
す
る
上
で
の
ひ
と
つ
の
軸
と
す
る
べ
き
と
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る

︵
黒
沢
﹃
二
つ
の
﹁
開
国
﹂
と
日
本
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
三
年
︶︶︒

な
お
︑
大
戦
中
の
連
合
国
及
び
そ
の
植
民
地
と
の
貿
易
状
況
に
関
し
て
は
︑
第
一

章
注
①
を
参
照
︒

⑤

森
川
﹁
一
九
一
六
年
の
イ
ギ
リ
ス
輸
出
入
禁
止
政
策
と
日
本
外
交
﹂
﹃
阪
大
法

学
﹄
第
五
五
巻
︵
三
・
四
︶
二
〇
〇
五
年
︑﹁
第
一
次
世
界
大
戦
と
日
本
の
経
済

外
交
﹂﹃
奈
良
史
学
﹄
第
三
〇
号
︑
二
〇
一
二
年
︒
森
川
氏
は
大
戦
中
の
イ
ギ
リ

ス
本
国
へ
の
貿
易
制
限
問
題
を
題
材
に
検
討
を
行
っ
て
い
る
︒

⑥

山
室
信
一
﹃
複
合
戦
争
と
総
力
戦
の
断
層
﹄︵
人
文
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︶︒

⑦

武
田
晴
人
﹁
重
化
学
工
業
化
と
経
済
政
策
﹂﹃
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
現
代
史
三

現
代
社
会
へ
の
転
形
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
︶︑
石
井
寛
治
﹃
帝
国
主
義
日

本
の
対
外
戦
略
﹄︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
︶
第
四
章
︒

第
一
章

経
済
会
議
へ
の
参
加
過
程

第
一
節

経
済
会
議
招
請
以
前
に
お
け
る
通
商
問
題
へ
の
対
応

本
節
で
は
︑
日
本
の
経
済
会
議
参
加
の
前
史
と
し
て
︑
第
一
次
大
戦
勃
発
後
の
日
本
の
通
商
問
題
を
め
ぐ
る
環
境
と
実
際
の
施
策
を
︑
後
論

と
関
係
す
る
限
り
に
お
い
て
略
述
し
て
お
き
た
い
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
第
一
次
大
戦
の
勃
発
は
日
本
の
貿
易
規
模
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た
︒
そ
の
過
程
で
は
好
況
に
わ
く
ア
メ
リ
カ
市
場
︑
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
が
後
退
し
た
中
国
市
場
と
の
貿
易
取
引
が
比
重
を
高
め
て
い
っ
た
が
︑
特
に
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
を
中
心
と
し
た
連
合
国
植
民
地
と

の
貿
易
は
依
然
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
地
域
と
の
貿
易
額
も
大
き
く
伸
長
し
て
い
た①
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
ら
連
合
国
植
民
地
の
な
か
に
は
︑
こ
の
段
階
で
未
だ
日
本
と
の
通
商
条
約
に
加
入
し
て
い
な
い
地
域
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
︒
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日
本
は
一
九
一
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
列
強
と
関
税
自
主
権
の
回
復
を
約
し
た
改
正
通
商
航
海
条
約
を
締
結
し
て
い
た
が
︑
こ
の

際
に
も
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
加
入
問
題
は
︑
日
本
の
本
来
の
希
望
に
反
し
て
日
英
交
渉
の
争
点
か
ら
外
さ
れ
て
い
た②
︒
当
時
の
外
交
担
当
者
に

は
︑
植
民
地
側
の
保
護
主
義
的
傾
向
が
交
渉
を
阻
む
障
害
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
て
い
た③
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
第
一
次
大
戦
が
勃
発
す
る
と
︑
日
本
外
務
省
は
大
戦
に
よ
る
一
過
性
の
好
況
を
享
受
す
る
だ
け
で
な
く
︑
こ
れ

を
機
会
に
以
上
の
よ
う
な
懸
案
を
解
決
し
︑
通
商
環
境
そ
の
も
の
を
整
備
し
よ
う
と
試
み
た
︒
開
戦
時
の
外
相
で
あ
る
加
藤
高
明
は
︑
南
洋
方

面
の
軍
事
作
戦
が
終
了
し
て
約
三
か
月
後
の
一
九
一
五
年
一
月
一
五
日
に
井
上
勝
之
助
駐
英
大
使
に
対
し
て
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
通
商
関

係
は
近
年
よ
り
密
接
に
な
っ
て
お
り
︑
大
戦
勃
発
後
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
今
後
一
層
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
は
必
然
で
あ
る
と
し
て
︑
日
英
通
商

航
海
条
約
へ
の
加
入
交
渉
を
進
め
る
よ
う
指
示
を
出
し
た④
︒

ロ
シ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
外
交
姿
勢
も
同
様
で
あ
り
︑
加
藤
は
ロ
シ
ア
に
対
し
て
は
︑
同
年
三
月
六
日
に
関
税
の
引
き
下
げ
と
戦
争
中

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
の
一
時
無
税
化
が
可
能
か
駐
露
大
使
本
野
一
郎
に
諮
問
し
た⑤
︒
本
野
は
こ
の
要
求
に
つ
い
て
悲
観
的
な
回
答
を
行
っ
た
が⑥
︑

加
藤
の
方
針
は
後
任
の
石
井
菊
次
郎
に
も
引
き
継
が
れ
︑
一
〇
月
に
な
っ
て
再
度
要
求
実
現
に
向
け
て
努
力
せ
よ
と
の
要
請
が
な
さ
れ
た⑦
︒
フ

ラ
ン
ス
に
対
し
て
も
︑
日
仏
通
商
航
海
条
約
の
改
正
時
に
は
や
は
り
そ
の
適
用
外
と
な
っ
て
い
た
︑
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
加
入
交
渉
が
進
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
た⑧
︒

こ
の
よ
う
な
一
連
の
外
交
攻
勢
は
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
通
商
条
約
交
渉
に
際
し
て
加
藤
が
﹁
凡
ソ
日
濠
間
ニ
条
約
関
係
ヲ
設
定
シ
得
ヘ

シ
ト
セ
ハ
其
機
会
ハ
正
シ
ク
今
日
ナ
ル
ヘ
シ
ト
相
信
シ
候
間
︑
此
好
機
ヲ
逸
セ
ズ
本
邦
多
年
ノ
宿
願
貫
徹
候
様
十
分
努
力
セ
ラ
レ
度
﹂
と
指
示

し⑨
︑
シ
ド
ニ
ー
総
領
事
の
清
水
清
三
郎
も
﹁
当
国
人
ノ
対
日
感
情
モ
俄
然
一
変
シ
帝
国
ニ
対
シ
敬
信
ノ
誠
意
ヲ
表
シ
来
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
時
々
ノ

情
報
ニ
有
之
候
︑
此
際
本
問
題
ヲ
提
起
セ
ラ
レ
候
義
ハ
最
時
機
ヲ
得
タ
ル
措
置
ト
被
存
候⑩
﹂
と
応
じ
た
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
よ
う
に
︑
日
本

の
参
戦
に
よ
る
対
日
感
情
の
好
転
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
対
照
的
に
︑
日
本
が
通
商
問
題
に
関
し
て
連
合
国
の
一
員
と
し

て
の
制
約
を
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
経
済
会
議
の
結
果
を
受
け
た
一
九
一
七
年
四
月
に
至
る
ま
で
︑
中
立
国
で
あ
る
ス
ウ

42 (586)



ェ
ー
デ
ン
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
介
し
て
ド
イ
ツ
か
ら
の
輸
入
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る⑪
︒
第
一
次
大
戦
初
期
の
日
本
の
外
交
政
策

は
︑
欧
州
戦
線
へ
の
出
兵
要
請
は
拒
絶
し
つ
つ
︑
他
方
で
﹁
二
十
一
ヵ
条
要
求
﹂
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
日
本
の
大
陸
権
益
を
確
実
な
も
の
に

す
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
︑
ま
さ
に
大
戦
に
よ
っ
て
生
じ
た
状
況
を
最
大
限
有
利
に
活
用
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が⑫
︑
こ
の
よ
う
な
ス

タ
ン
ス
は
︑
経
済
的
側
面
に
関
し
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
︒

た
だ
し
︑
大
戦
が
進
行
す
る
に
つ
れ
︑
こ
の
よ
う
な
要
求
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
特
に

重
点
的
に
取
り
組
ん
だ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
通
商
条
約
加
入
問
題
に
つ
い
て
は
︑
当
初
の
予
想
に
反
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

か
ら
の
好
意
的
な
反
応
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
︒
日
本
の
期
待
と
は
対
照
的
に
︑
日
本
海
軍
が
一
九
一
四
年
一
一
月
に
ド
イ
ツ
領
南
洋
諸
島
を
占

領
す
る
と
︑
現
地
に
お
け
る
日
本
へ
の
警
戒
感
は
再
び
強
ま
っ
て
い
た⑬
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
よ
う
な
外
交
交
渉
の
停
滞
に
加
え
て
︑
各
国
に
よ
る
戦
時
下
に
お
け
る
通
商
活
動
の
制
限
が
強
ま
り
︑
そ
れ
は
日
本
に
も
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
と
な
っ
た
︒
イ
ギ
リ
ス
は
大
戦
下
に
お
け
る
船
腹
不
足
を
理
由
と
し
て
︑
一
九
一
六
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
綿
織
物
・

毛
織
物
な
ど
の
日
本
か
ら
の
輸
入
を
制
限
し
︑
さ
ら
に
四
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
日
本
へ
の
鉄
鋼
材
の
輸
出
を
禁
止
し
た
︒
大
戦
中
の
船
腹
確

保
へ
の
協
力
が
日
本
に
も
要
請
さ
れ
た
わ
け
だ
が
︑
日
本
に
と
っ
て
主
要
輸
出
品
や
︑
大
戦
中
に
需
要
が
増
し
て
い
た
鉄
鋼
材
の
貿
易
取
引
が

制
限
さ
れ
た
こ
と
は
衝
撃
的
で
あ
り
︑
実
業
界
か
ら
禁
輸
緩
和
の
要
求
が
あ
が
る
こ
と
と
な
っ
た⑭
︒

こ
の
よ
う
な
事
態
に
︑
石
井
菊
次
郎
外
相
を
中
心
と
し
た
日
本
政
府
が
如
何
に
反
応
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
︑
彼
ら
の
経
済
会
議
へ
の
対

応
そ
の
も
の
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
︑
次
節
で
改
め
て
検
討
す
る
︒
こ
こ
で
は
さ
ら
に
︑
こ
の
時
期
に
は
通
商
以
外
の
側
面
に
お
い
て
も
︑
連

合
国
の
措
置
に
よ
り
日
本
が
負
担
を
抱
え
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
懸
念
が
生
じ
始
め
た
こ
と
を
︑
断
片
的
で
は
あ
る
が
指
摘
し
て
お
き
た

い
︒
石
井
が
外
相
就
任
後
最
初
に
取
り
組
ん
だ
政
策
は
︑
か
ね
て
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
た
日
本
の
ロ
ン
ド
ン
宣
言
︵
英
仏
露
が
同
盟
国
と
の
単
独

講
和
を
行
う
こ
と
を
互
い
に
禁
じ
た
宣
言
︶
へ
の
加
入
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た⑮
︵
一
九
一
五
年
一
〇
月
︶
︒
加
入
に
あ
た
っ
て
は
講
和
に
お
け

る
日
本
の
発
言
権
を
確
保
す
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
連
合
国
と
の
連
携
を
強
め
る
こ
と
が
必
要
と
の
説
明
が
な
さ
れ
た
が
︑
実
際
に
は
こ
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れ
は
日
英
同
盟
協
約
第
二
条
に
規
定
さ
れ
た
単
独
講
和
の
禁
止
を
改
め
て
確
認
す
る
も
の
で
あ
り
︑
た
だ
ち
に
日
本
の
大
戦
へ
の
具
体
的
な
関

わ
り
方
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
同
年
末
か
ら
開
催
さ
れ
た
第
三
七
議
会
に
お
い
て
︑
関
直
彦
・
長
島
隆
二
ら
立
憲
国

民
党
所
属
議
員
か
ら
は
︑
本
宣
言
へ
の
加
盟
に
よ
っ
て
日
本
は
日
英
同
盟
に
規
定
さ
れ
て
い
る
内
容
以
上
の
負
担
を
強
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
︑
政
府
の
措
置
は
対
英
従
属
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
展
開
さ
れ
た⑯
︒
当
初
彼
ら
の
よ
う
な
批
判
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
が⑰
︑
翌
年
二
月
の
貴
族
院
本
会
議
に
お
い
て
も
こ
の
点
が
再
び
追
及
さ
れ
る
と
︑
石
井
も
世
論
で
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
し

た
連
合
国
を
非
難
す
る
論
調
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
︑
そ
の
自
重
を
求
め
る
に
至
っ
た⑱
︒
し
か
し
同
月
に
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
日
本
の
民

間
商
船
天
洋
丸
へ
の
臨
検
が
行
わ
れ
る
と
︑
目
立
っ
た
連
合
国
批
判
を
控
え
て
い
た
立
憲
政
友
会
系
の
﹃
中
央
新
聞
﹄
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス

の
措
置
と
日
本
政
府
の
対
応
双
方
が
厳
し
く
論
難
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た⑲
︒
か
か
る
状
況
で
生
じ
た
イ
ギ
リ
ス
の
輸
入
制
限
は
︑
こ
の
よ
う
な

不
信
を
一
層
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
よ
う
︒

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
連
合
国
と
の
協
力
関
係
が
︑
通
商
の
問
題
と
も
関
連
し
て
問
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
時
期
に
︑
経
済
会
議
の
開
催
が
日
本

に
通
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
以
上
の
よ
う
な
背
景
に
留
意
し
つ
つ
︑
次
節
で
は
日
本
の
経
済
会
議
へ
の
参
加
準
備
の
過
程
を

検
討
し
て
ゆ
き
た
い
︒

第
二
節

経
済
会
議
へ
の
準
備

駐
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
か
ら
日
本
に
対
し
て
経
済
会
議
へ
の
正
式
の
参
加
要
請
が
届
い
た
の
は
一
九
一
六
年
二
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

以
下
会
議
開
催
ま
で
の
過
程
を
予
め
簡
単
に
ま
と
め
る
と
︑
日
本
政
府
は
同
月
二
八
日
に
参
加
を
閣
議
決
定
し
︑
三
月
一
四
日
に
は
阪
谷
芳
郎

に
会
議
委
員
長
の
就
任
が
打
診
さ
れ
︑
四
月
一
四
日
に
は
正
式
に
連
合
国
経
済
会
議
参
列
の
臨
時
職
員
が
設
置
さ
れ
た
︒
そ
し
て
阪
谷
ら
は
五

月
一
日
に
日
本
を
出
発
︑
モ
ス
ク
ワ
・
ロ
ン
ド
ン
を
経
て
パ
リ
に
入
り
︑
六
月
一
四
日
か
ら
四
日
間
の
本
会
議
に
臨
ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
過
程
が
示
す
よ
う
に
︑
実
は
会
議
開
催
に
あ
た
っ
て
議
題
・
日
程
な
ど
の
具
体
的
な
情
報
は
会
議
直
前
ま
で
日
本
に
詳
し
く
知
ら
さ
れ
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る
こ
と
は
な
く
︑
日
本
は
手
探
り
で
会
議
へ
の
準
備
を
進
め
る
ほ
か
は
な
か
っ
た⑳
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
日
本
の
当
局
者
は
会
議
を
如

何
な
る
性
格
の
も
の
と
捉
え
︑
そ
れ
に
備
え
た
の
か
︑
ま
ず
閣
内
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
石
井
外
相
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い㉑
︒

第
一
に
︑
石
井
は
経
済
会
議
を
連
合
国
と
の
協
力
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
前
節
で
確
認
し
た
よ

う
に
︑
石
井
は
就
任
後
間
も
な
く
日
本
の
ロ
ン
ド
ン
宣
言
へ
の
加
入
を
実
現
さ
せ
て
い
た
が
︑
彼
は
経
済
面
に
関
し
て
も
同
月
に
対
独
経
済
戦

争
宣
言
を
発
し
て
連
合
国
の
支
持
を
表
明
し
て
い
た㉒
︒
そ
し
て
会
議
へ
の
参
加
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定
に
あ
た
っ
て
も
︑﹁
戦
後
経
済
財
政
上

外
国
ト
競
走
場
裡
ニ
馳
駆
ス
ル
ニ
於
テ
孤
立
ノ
不
利
益
ナ
ル
ハ
勿
論
︑
特
ニ
経
済
財
政
ノ
両
項
ニ
於
テ
他
国
ニ
優
越
ス
ル
英
国
及
仏
国
ト
密
接

関
係
ヲ
有
ス
ル
ヲ
得
策
ト
ス
﹂
と
さ
れ
︑
言
葉
の
上
で
は
英
仏
と
の
関
係
の
重
要
性
が
改
め
て
表
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た㉓
︒

た
だ
し
︑
こ
こ
で
唱
え
ら
れ
た
連
合
国
へ
の
協
力
は
実
質
的
に
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
四
月
二
〇
日
に
阪
谷
ら
委
員
団
に
与
え
ら
れ

た
訓
令
で
は
︑
会
議
の
決
定
に
よ
っ
て
日
本
の
通
商
政
策
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
基
本
方
針
と
し
て
厳
命
さ
れ
て
い

た㉔
︒
抽
象
的
な
協
力
表
明
以
上
の
措
置
に
は
消
極
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
立
ち
位
置
は
︑
本
野
駐
露
大
使
の
意
見
と
比
較
し
た
と
き
︑
よ
り
一
層
明
確
と
な
る㉕
︒
本
野
は
︑
会
議
開
催
の
情
報
を
フ
ラ
ン

ス
か
ら
の
正
式
提
議
に
先
駆
け
て
獲
得
す
る
と
︑
対
連
合
国
協
調
と
い
う
見
地
か
ら
そ
れ
へ
の
参
加
を
本
国
政
府
に
対
し
て
勧
説
し㉖
︑
そ
の
後

も
ド
イ
ツ
に
対
す
る
敵
対
姿
勢
を
よ
り
明
確
に
す
る
よ
う
に
説
い
て
い
た㉗
︒
本
野
の
連
合
国
協
調
を
重
視
す
る
姿
勢
は
大
戦
初
期
か
ら
一
貫
し

た
も
の
で
あ
り㉘
︑
本
会
議
も
そ
の
よ
う
な
構
想
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

対
し
て
石
井
は
︑
実
は
帝
国
議
会
で
の
ロ
ン
ド
ン
宣
言
へ
の
加
入
に
関
す
る
質
疑
で
も
︑
こ
れ
は
特
に
日
本
の
外
交
政
策
の
変
更
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
と
答
弁
し
て
い
た
よ
う
に㉙
︑
少
な
く
と
も
主
観
的
に
は
加
藤
外
交
の
方
針
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た㉚
︒
こ
の
よ

う
な
連
合
国
へ
の
協
調
の
程
度
を
め
ぐ
る
意
見
の
差
異
は
︑
経
済
会
議
へ
の
方
針
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
い
か
に
主
観
的
に
は
連
合
国
へ
の
協
力
を
名
目
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
会
議
の
展
開
に
よ
っ
て
は
そ
の
姿

勢
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
困
難
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
︒
で
は
第
二
に
︑
石
井
は
会
議
に
お
い
て
具
体
的
に
何
が
問
題
と
さ
れ
︑
参
加
国
の
通
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商
政
策
を
ど
の
程
度
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
三
月
二
七
日
に
彼
が
日
本
貿
易
協
会
で
行
っ

た
演
説
が
最
も
参
考
に
な
る
︒
こ
こ
で
彼
は
会
議
へ
の
参
加
を
決
定
し
た
こ
と
を
改
め
て
表
明
し
た
上
で
︑
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
︒

或
も
の
は
之
れ
︹
会
議
参
加
︺
を
批
難
し
︑
此
の
際
戦
後
に
於
け
る
帝
国
の
経
済
的
活
動
を
拘
束
す
る
が
如
き
取
り
決
め
を
な
す
は
不
利
益
な
り
と
述
ぶ

る
も
の
あ
れ
ど
も
政
府
は
今
回
の
経
済
会
議
の
為
め
に
何
等
拘
束
を
受
く
る
も
の
に
あ
ら
ず
︑
今
回
の
会
議
は
與
国
間
に
於
て
戦
後
の
経
済
問
題
に
対
し

調
査
研
究
を
試
む
る
を
目
的
と
す
る
も
の
に
し
て
︑
該
会
議
の
決
議
が
直
に
賛
同
国
を
拘
束
す
る
に
は
あ
ら
ず
︹
中
略
︺
今
回
の
会
議
は
敵
国
の
経
済
同

盟
計
画
に
対
し
︑
寧
ろ
受
動
的
に
発
起
さ
れ
た
る
も
の
な
り
︒
独
逸
に
於
て
は
以
前
よ
り
︑
北
は
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
イ
ヤ
に
起
り
中
部
欧
羅
巴
を
横
断
し
巴

爾
幹
に
出
で
土
耳
其マ

マ

を
経
︑
西
部
亜
細
亜
に
入
る
地
帯
に
亙
り
一
種
の
経
済
同
盟
を
組
織
す
べ
し
と
の
意
見
行
は
れ
し
が
︑
此
の
意
見
は
最
近
に
於
て

着
々
有
形
的
に
進
捗
し
本
問
題
に
対
す
る
独
墺
両
国
代
表
者
の
会
議
の
如
き
は
既
に
数
回
を
重
ぬ
る
に
至
れ
り
︒
敵
国
に
於
て
経
済
的
自
給
自
恃
の
為
め

に
斯
か
る
地
帯
を
設
け
他
国
の
貨
物
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
の
計
画
あ
る
以
上
は
與
国
側
に
於
て
も
自
営マ

マ

上
之
に
対
抗
す
る
の
途
を
研
究
す
る
の
必
要
あ
る

は
当
然
な
ら
ず
や
︒
今
回
の
会
議
は
斯
か
る
動
機
に
よ
り
上
述
の
目
的
を
以
て
発
起
さ
れ
た
る
も
の
な
れ
ば
帝
国
政
府
と
し
て
之
れ
に
賛
同
す
る
も
何
等

損
害
を
被
る
憂
ひ
な
く
︑
而
し
て
其
利
益
に
至
り
て
は
意
外
に
大
な
る
も
の
あ
る
や
も
計
ら
れ
ざ
る
な
り㉛
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
は
会
議
が
従
来
の
通
商
秩
序
を
決
定
的
に
変
動
さ
せ
る
契
機
と
な
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
通
商
利
益
が
侵
害
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
こ
で
彼
が
言
及
し
て
い
る
経
済
圏
構
想
と
は
︑
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
者
ナ
ウ

マ
ン
が
前
年
に
中
欧
の
経
済
圏
の
確
立
を
唱
え
る
た
め
に
出
版
し
た
﹃
中
欧
論
﹄
の
存
在
を
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る㉜
︒
こ
れ
を
前

提
と
し
た
う
え
で
石
井
は
︑
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
連
合
国
側
の
経
済
同
盟
の
問
題
も
︑
同
盟
国
の
動
き
に
対
応
し
た
受
動
的
な
も
の
に
過

ぎ
ず
︑
連
合
国
の
通
商
政
策
を
拘
束
す
る
も
の
に
は
な
り
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
一
節
の
議
論
か
ら
類
推
さ
れ
る
よ
う
に
︑
世
論
一
般
に
は
む
し
ろ
経
済
会
議
の
決
定
に
よ
っ
て
日
本
が
連
合
国
の
経
済
封
鎖
の
動
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き
に
協
力
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
結
果
︑
不
利
益
を
被
る
こ
と
を
警
戒
す
る
声
が
強
か
っ
た
︒
こ
の
点
は
既
に
先
行
研
究
で
概
括
的
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
が㉝
︑
こ
こ
で
は
後
論
と
の
関
係
で
︑
田
健
治
郎
・
仲
小
路
廉
・
勝
田
主
計
と
い
っ
た
︑
寺
内
正
毅
内
閣
の
閣
僚
と
し
て
会
議
の
事

後
処
理
に
あ
た
る
人
た
ち
も
︑
会
議
前
の
時
点
で
は
︑
日
本
が
不
利
益
を
被
っ
て
ま
で
連
合
国
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
強
め
る
必
要
は
な
い

と
し
て
︑
会
議
・
決
議
へ
の
参
加
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
付
け
加
え
た
い㉞
︒
特
に
以
下
に
示
す
勝
田
か
ら
寺
内

正
毅
朝
鮮
総
督
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
の
文
面
は
︑
ロ
ン
ド
ン
宣
言
加
入
の
際
に
見
ら
れ
た
批
判
と
同
様
の
認
識
が
︑
経
済
会
議
に
関
し
て
も
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒

今
日
ヨ
リ
手
段
方
法
ヲ
予
想
ス
ル
モ
困
難
且
ツ
之
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
其
価
値
ヲ
論
ス
ル
モ
当
ラ
サ
ル
点
多
々
可
有
之
候
ヘ
共
︑
経
済
同
盟
会
議
ニ
参
列
シ
テ

其
模
様
ヲ
見
ル
モ
可
ナ
ル
モ
其
賛
否
ハ
国
家
将
来
ヲ
覊
束
ス
ル
儀
ニ
候
ヘ
ハ
大
ナ
ル
研
究
考
慮
ヲ
要
ス
ヘ
ク
候
︒
小
生
ノ
見
ル
処
ニ
依
レ
ハ
協
商
側
ニ
テ

モ
戦
后
ト
ナ
レ
ハ
其
利
害
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
主
要
ナ
ル
目
的
ハ
之
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
ヘ
ク
︑
殊
ニ
協
商
側
ト
ハ
申
セ
本
邦
ノ
如
キ
稍
中
立
的
現

状
ニ
在
ル
国
カ
所
謂
経
済
同
盟
ニ
単
純
ニ
加
入
ス
ル
ノ
必
要
モ
無
之
︑
戦
后
ハ
中
立
ノ
方
利
益
ナ
ラ
ス
ヤ
漫
然
考
ヘ
居
候
︒

も
っ
と
も
︑
連
合
国
と
の
提
携
を
強
め
︑
対
独
封
鎖
を
強
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
積
極
的
な
意
見
も
存
在
し
て
い
た
︒
東
京
商
業
会
議
所
会

頭
の
中
野
武
営
は
︑
四
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
阪
谷
ら
一
行
の
送
別
会
に
お
い
て
︑
会
議
に
対
す
る
希
望
と
し
て
︑
交
戦
時
局
に
お
い
て
は

﹁
与
ふ
限
り
聯
合
国
の
希
望
を
容
れ
友
邦
共
同
の
利
益
を
進
め
ん
こ
と
を
要
す
﹂
と
し
︑
講
和
後
の
措
置
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
︑

会
議
・
決
議
へ
の
参
加
自
体
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
︒
た
だ
し
そ
の
場
合
も
︑﹁
我
帝
国
の
通
商
を
阻
礙
す
る
が

如
き
案
件
﹂
に
は
留
保
を
つ
け
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
或
種
関
税
の
増
課
又
は
或
種
商
品
の
輸
出
入
禁
止
若
く
は
制
限
等
苟
も
我
通
商
の
主

義
に
影
響
す
べ
き
問
題
に
関
し
て
は
厳
密
の
警
戒
を
加
え
聯
合
各
国
の
事
情
を
尽
く
し
て
慎
重
に
取
捨
せ
ん
こ
と
を
要
す
︹
中
略
︺
恣
に
原
料

及
製
品
の
輸
出
入
に
拘
束
を
加
ふ
る
如
き
は
却
て
聯
合
国
相
互
の
反
目
を
醸
成
す
る
の
虞
あ
れ
ば
な
り
﹂
と
し
て
︑
連
合
国
間
の
自
由
貿
易
が
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制
限
さ
れ
る
こ
と
は
拒
否
し
て
い
た
の
で
あ
る㉟
︒
六
月
九
日
に
大
阪
・
神
戸
・
名
古
屋
・
四
日
市
・
和
歌
山
・
京
都
の
六
商
業
会
議
所
が
議
決

し
た
会
議
決
議
へ
の
加
入
条
件
も
︑
第
一
条
件
と
し
て
︑
経
済
同
盟
に
連
合
諸
国
の
植
民
地
も
加
入
さ
せ
る
こ
と
を
挙
げ
︑
中
野
を
は
じ
め
と

し
た
東
京
商
業
会
議
所
が
示
し
て
い
た
要
望
を
よ
り
具
体
的
に
表
現
し
て
い
た㊱
︒

こ
こ
で
う
か
が
え
る
よ
う
な
自
由
貿
易
動
揺
へ
の
警
戒
は
代
表
委
員
に
就
任
し
た
阪
谷
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
︒
阪
谷
は
会
議
へ
の
出
発

を
前
に
公
表
し
た
雑
誌
論
説
で
︑
会
議
の
結
果
が
ど
う
な
る
か
は
具
体
的
に
は
分
ら
な
い
が
︑﹁
兎
に
角
世
界
の
一
等
国
が
政
治
上
及
び
経
済

上
に
於
て
︑
従
来
相
互
に
有
し
た
る
互
恵
的
の
親
善
な
る
関
係
を
断
ち
︑
防
遏
的
政
策
を
執
ら
ん
と
﹂
し
て
お
り
︑﹁
何
人
も
夢
想
せ
ざ
り
し

二
三
世
紀
前
に
逆
戻
り
せ
ん
と
す
﹂
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た㊲
︒
そ
し
て
彼
は
実
際
に
経
済
会
議
の
準
備
に
精
力
的
に
取
り
組
み
︑
四
月

二
四
日
に
経
済
政
策
に
関
す
る
官
民
合
同
の
諮
問
機
関
で
あ
る
経
済
調
査
会
の
設
置
を
実
現
さ
せ
た
︒
か
か
る
機
関
の
設
置
は
︑
一
九
一
四
年

一
〇
月
頃
か
ら
模
索
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
時
点
で
そ
れ
が
結
実
し
た
こ
と
は
︑
彼
の
﹁
戦
後
の
経
済
戦
商
業
戦
に
応
ず
る
為

め
に
は
︑
我
国
は
各
種
の
方
面
に
於
て
種
々
の
施
設
を
要
し
朝
野
の
深
き
注
意
と
努
力
を
要
す
る
﹂
と
い
う
危
機
意
識
が
︑
政
権
担
当
者
に
も

か
な
り
の
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う㊳
︒

こ
の
よ
う
な
認
識
が
生
じ
た
背
景
に
は
︑
従
来
自
由
貿
易
を
堅
持
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
動
向
に
つ
い
て
の
懸
念
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

当
時
の
首
相
ア
ス
キ
ス
ら
自
由
党
首
脳
は
自
由
貿
易
堅
持
の
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
︑
大
戦
の
激
化
に
つ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
国
内
で

は
ア
ス
キ
ス
の
自
由
主
義
的
な
戦
争
指
導
へ
の
批
判
が
高
ま
り
︑
一
九
一
五
年
五
月
に
組
織
さ
れ
た
保
守
党
・
労
働
党
と
の
連
立
内
閣
に
は
︑

自
由
党
批
判
者
の
期
待
を
受
け
て
関
税
改
革
論
者
の
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
が
植
民
地
相
と
し
て
入
閣
し
て
い
た㊴
︒
か
か
る
状
況
の
下
︑
実
際
に
前
節

で
触
れ
た
よ
う
な
貿
易
制
限
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
短
期
的
な
貿
易
制
限
の
み
な
ら
ず
︑
自
由
貿
易
へ
の
先
行
き
そ
の
も
の
に

つ
い
て
も
不
安
の
声
が
生
じ
始
め
た
の
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
︒

た
だ
し
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
保
護
主
義
の
高
ま
り
を
警
戒
し
て
い
た
は
ず
の
阪
谷
が
別
の
論
説
に
お
い
て
︑
会
議
の
参
加
国
に
は
自

由
貿
易
主
義
の
国
も
あ
れ
ば
保
護
貿
易
主
義
の
国
も
あ
る
の
で
﹁
斯
の
如
き
重
大
な
る
案
件
が
無
雑
作
に
一
回
の
会
議
に
依
つ
て
解
決
せ
ら
れ
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や
う
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
﹂
と
し
︑
ま
た
経
済
同
盟
の
件
に
つ
い
て
は
﹁
独
逸
︑
墺
匈
国
側
に
於
て
は
︑
所
謂
﹃
中
欧
経
済
同
盟
﹄
な
る
も
の

が
企
画
せ
ら
れ
︑
之
に
対
す
る
対
抗
策
と
し
て
︑
協
商
国
側
に
於
て
も
﹃
欧
洲
経
済
同
盟
﹄
な
る
も
の
が
発
議
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
﹂
と
し
て

い
た
こ
と
で
あ
る㊵
︒
こ
の
発
言
が
世
論
を
慰
撫
す
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
三
月
末
の
時
点
で
彼
が
寺
内
朝
鮮
総
督
に
宛
て
た

書
簡
に
お
い
て
︑
会
議
は
意
見
交
換
に
と
ど
ま
る
も
の
に
な
る
と
の
観
測
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る㊶
︒
こ
の
よ
う
な
見
解
は
先

に
見
た
石
井
の
考
え
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
一
般
的
に
は
経
済
会
議
へ
の
警
戒
が
強
ま
る
中
で
︑
当
局
者
は
会
議
は
実
質
的

な
意
味
に
乏
し
い
と
考
え
る
点
に
お
い
て
意
見
が
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
な
ぜ
彼
ら
の
認
識
は
か
く
も
楽
観
的
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
理
由
を
考
え
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
が
︑
日
本
が
会
議
に

先
立
っ
て
得
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
月
一
六
日
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
正
式
提
案
の
知
ら
せ
を
受
け
た
井

上
駐
英
大
使
は
︑
参
加
の
閣
議
決
定
に
先
立
つ
こ
と
一
週
間
前
の
同
月
二
一
日
に
イ
ギ
リ
ス
外
相
の
グ
レ
イ
を
訪
問
し
︑
当
該
案
件
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
の
意
向
を
探
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
グ
レ
イ
が
示
し
た
考
え
は
︑
井
上
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
本
件
会
議
ノ
性
質

ハ
一
ノ

C
om
m
ission
for
Study
即
チ
研
究
的
ノ
モ
ノ
ト
見
做
シ
仮
ニ
会
議
ニ
於
テ
何
等
議
決
ス
ル
ト
モ
政
府
ヲ
拘
束
ス
ヘ
キ
筋
ノ
モ
ノ
ニ

ア
ラ
ズ㊷
﹂︒
す
な
わ
ち
日
本
外
務
省
は
︑
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
は
来
る
会
議
を
基
本
的
に
は
情
報
交
換
の
場
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
見
な
し
て

い
る
と
い
う
報
告
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
事
実
︑
当
時
の
日
英
交
渉
を
検
討
す
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
グ
レ
イ
の
発
言
を
裏
付
け
る
事
実
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
第

一
に
着
目
さ
れ
る
の
は
︑
難
航
し
て
い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
通
商
条
約
加
入
問
題
な
ど
の
案
件
に
関
し
て
︑
こ
の
時
期
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
い

く
つ
か
の
譲
歩
が
引
き
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
︑
二
月
一
〇
日
に
グ
レ
イ
か
ら
通
知
さ
れ
た
日
本
海
軍
駆
逐
艦
の
イ
ン
ド
洋
派
遣
要
請
で
あ
っ
た㊸
︒
こ
れ
に

対
し
て
石
井
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
通
商
条
約
加
入
問
題
な
ど
が
善
処
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
艦
隊
派
遣
は
困
難
で
あ
る
と
伝
え
る
よ
う
井

上
大
使
に
指
示
を
出
し
た㊹
︒
こ
れ
は
艦
隊
派
遣
要
請
を
き
っ
か
け
と
し
て
通
商
条
約
問
題
を
前
進
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
結
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果
と
し
て
石
井
の
試
み
は
あ
る
程
度
奏
功
し
た
︒
グ
レ
イ
は
三
月
一
七
日
に
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
か
ら
日
本
を
満
足
さ
せ
う
る
解
決
策
を
講
ず
る
と

い
う
言
質
を
得
た
こ
と
を㊺
︑
さ
ら
に
二
二
日
に
は
い
く
つ
か
の
条
件
付
き
で
あ
れ
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
内
で
通
商
条
約
加
入
問
題
の
商
議

を
進
め
る
構
え
が
あ
る
こ
と
を㊻
︑
そ
れ
ぞ
れ
井
上
に
告
げ
た
の
で
あ
る
︒
石
井
は
こ
の
提
案
を
諒
と
し
︑
艦
隊
増
派
を
準
備
す
る
旨
を
グ
レ
イ

に
返
答
し
た㊼
︒
こ
の
後
︑
加
入
の
条
件
を
め
ぐ
る
論
争
は
再
び
紛
糾
し
て
ゆ
く
が
︑
こ
の
時
点
に
あ
っ
て
は
︑
石
井
と
し
て
は
︑
ボ
ナ
ー
・

ロ
ー
ら
の
影
響
力
は
限
定
的
で
あ
り
︑
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
政
策
決
定
の
中
心
は
自
由
貿
易
論
者
の
グ
レ
イ
に
あ
る
と
の
感
触
を
強
く
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う㊽
︒

第
二
に
︑
こ
の
よ
う
な
見
通
し
は
︑
三
月
末
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
連
合
国
間
の
軍
事
外
交
・
経
済
問
題
に
関
す
る
調
整
会
議
に
よ
っ
て
よ

り
確
か
な
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
会
議
に
日
本
が
招
請
さ
れ
た
の
は
開
催
の
直
前
︵
三
月
一
八
日
︶
で
あ
り㊾
︑
代
表
と
し
て
松

井
慶
四
郎
駐
仏
大
使
が
参
加
し
た
の
み
で
あ
っ
た
が㊿
︑
同
じ
く
会
議
に
参
加
し
た
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
ポ
ル
ト

ガ
ル
・
ロ
シ
ア
・
セ
ル
ビ
ア
の
諸
国
か
ら
は
︑
多
く
の
首
相
・
外
相
・
軍
部
首
脳
ら
が
出
席
し
て
お
り
︑
イ
ギ
リ
ス
か
ら
も
ア
ス
キ
ス
︑
グ
レ

イ
︑
キ
ッ
チ
ナ
ー
︑
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
ら
が
加
わ
っ
て
い
たy
︒
本
会
議
で
は
︑
経
済
問
題
に
関
し
て
は
︑
分
科
委
員
会
の
報
告
を
踏
ま
え
︑

来
る
パ
リ
経
済
会
議
で
連
合
国
と
し
て
の
一
致
し
た
経
済
政
策
を
考
究
し
て
各
国
政
府
に
提
議
す
る
こ
と
な
ど
が
決
議
と
し
て
採
択
さ
れ
る
な

ど
︑
経
済
会
議
の
主
要
議
題
に
関
わ
る
問
題
も
議
論
さ
れ
た
︒

た
だ
し
︑
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
こ
で
の
ア
ス
キ
ス
の
反
応
は
会
議
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
通
商
政
策
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
要
望
し
た
︑
極
め
て
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
たz
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
姿
勢
は
︑
日
本
の
外
交
文
書
に
も
明
確
に
記

録
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
松
井
は
日
本
を
拘
束
し
う
る
決
議
の
採
択
に
あ
た
っ
て
は
必
ず
本
国
に
請
訓
す
べ
し
と
の
指
示
を
受
け
て
い
た
た
め{
︑
決
議
に
対
し

て
留
保
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
︑
イ
ギ
リ
ス
の
反
応
は
好
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
松
井
の
会
議
報
告
に
よ
れ
ば
︑
会
議

終
了
後
に
は
グ
レ
イ
は
直
接
彼
に
対
し
﹁
本
会
議
ノ
決
定
ハ
別
段
日
本
ノ
迷
惑
ト
モ
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
キ
カ
﹂
と
の
声
を
か
け
︑
さ
ら
に
同
月
三
一
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日
に
は
︑
井
上
が
グ
レ
イ
の
会
議
に
対
す
る
所
感
と
し
て
︑
今
回
の
会
議
に
関
し
て
自
分
は
ほ
と
ん
ど
議
題
を
事
前
に
知
っ
て
い
な
か
っ
た
︑

首
相
の
ア
ス
キ
ス
も
﹁
余
リ
﹁
コ
ン
ミ
ッ
ト
﹂
セ
サ
ル
様
慎
重
ニ
言
説
﹂
し
た
︑
と
の
発
言
を
受
け
た
と
報
告
し
て
い
る|
︒
要
す
る
に
︑
こ
の

時
点
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
言
動
は
︑
二
月
に
グ
レ
イ
の
発
言
と
し
て
日
本
が
得
て
い
た
情
報
に
沿
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

日
本
の
経
済
会
議
へ
の
参
加
準
備
は
︑
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
四
月
二
五
日
に
は
︑
石
井
は
阪
谷
に
対
し

て
︑
連
合
国
の
植
民
地
と
日
本
と
の
通
商
関
係
に
関
し
て
商
議
を
遂
げ
る
よ
う
内
話
し
て
い
た}
︒
こ
れ
は
あ
わ
よ
く
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
通

商
条
約
加
入
な
ど
の
懸
案
を
こ
の
期
に
解
決
し
よ
う
と
い
う
内
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
以
上
要
す
る
に
︑
日
本
政
府
は
会
議
で
連
合
国
へ
の

協
力
を
一
応
進
め
る
必
要
は
あ
る
が
︑
そ
れ
を
機
に
各
国
の
通
商
政
策
が
大
き
く
変
化
し
日
本
が
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
は
低
く
︑
基

本
的
に
は
開
戦
以
来
各
国
と
個
別
に
進
め
て
き
た
通
商
条
約
加
入
交
渉
な
ど
の
経
済
外
交
の
延
長
と
し
て
考
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
︒そ

の
後
︑
四
月
二
九
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
︑
フ
ラ
ン
ス
か
ら
会
議
の
議
案
が
示
さ
れ
た
︒
そ
の
要
点
は
︑
①
戦
争
継
続
中
に
お
け
る
同
盟

国
側
と
の
通
商
の
禁
止
︑
②
戦
争
終
息
後
の
商
工
海
運
業
の
回
復
期
に
お
け
る
同
盟
国
側
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
対
策
の
た
め
の
通
商
制
限
及
び
連
合

国
間
の
協
力
︑
③
永
久
的
措
置
と
し
て
の
同
盟
国
に
依
存
し
な
い
生
産
体
制
の
構
築
及
び
連
合
国
間
の
協
力
︑
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た~
︒
本

会
議
が
大
戦
中
の
措
置
の
み
な
ら
ず
︑
戦
後
も
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
日
本
が
初
め
て
知
っ
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
が
︑
イ
ギ
リ
ス
の
こ
れ

ま
で
の
態
度
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
会
議
へ
の
見
通
し
に
大
き
な
動
揺
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

五
月
一
日
に
代
表
団
が
パ
リ
に
向
か
っ
て
出
発
し
た
時
の
日
本
の
状
況
認
識
と
政
策
は
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
次
章
で

は
会
議
の
決
議
と
そ
れ
を
受
け
た
日
本
の
対
応
を
検
討
し
︑
こ
こ
で
み
た
認
識
や
政
策
が
如
何
に
変
遷
し
た
の
か
を
考
え
た
い
︒

①

大
戦
中
の
日
本
の
貿
易
状
況
に
関
し
て
は
︑
日
本
学
術
振
興
会
編
﹃
通
商
条
約

と
通
商
政
策
の
変
遷
﹄
︵
世
界
経
済
調
査
会
︑
一
九
五
一
年
︶
第
三
章
第
一
節
︑

高
村
直
助
﹁
大
戦
景
気
﹂
井
上
光
貞
ほ
か
編
﹃
第
一
次
大
戦
と
政
党
内
閣
﹄︵
山

川
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︶
な
ど
を
参
照
︒
な
お
︑
一
九
一
五
年
度
に
お
け
る
日

本
の
総
輸
出
入
額
の
う
ち
︑
イ
ギ
リ
ス
及
び
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
と
の
間
の
輸
出
入

額
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
約
二
二
％
︑
約
三
九
％
の
割
合
を
占
め
て
い
た
︵
日
本
銀
行
統
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計
局
編
集
・
発
行
﹃
明
治
以
降
本
邦
主
要
経
済
統
計
﹄
︵
一
九
六
六
年
︶
二
九
〇

～
二
九
五
頁
よ
り
算
出
︶
︒

②

一
九
一
〇
年
三
月
一
五
日
付
加
藤
高
明
駐
英
大
使
宛
小
村
寿
太
郎
外
相
公
信
︑

外
務
省
編
﹃
日
本
外
交
文
書
﹄
通
商
条
約
関
係
第
一
巻
第
一
冊
︵
日
本
国
際
連
合

協
会
︑
一
九
五
四
年
︶
四
六
一
～
四
六
五
頁
︒

③

諸
井
六
郎
﹁
条
約
改
正
意
見
﹂
︵
一
九
〇
八
年
一
一
月
︶
稲
生
典
太
郎
編
﹃
条

約
改
正
資
料
集
成
﹄
六
︵
原
書
房
︑
一
九
九
四
年
︶
二
九
～
九
〇
頁
︒

④

一
九
一
五
年
一
月
一
五
日
付
井
上
宛
加
藤
公
信
︑
外
務
省
編
纂
・
発
行
﹃
日
本

外
交
文
書
﹄
大
正
五
年
第
一
冊
︵
一
九
六
七
年
︶
一
八
三
～
一
八
四
頁
︒
以
後

﹃
日
本
外
交
文
書
﹄
に
関
し
て
は
︑
﹃
外
文
﹄
五

一
の
要
領
で
略
記
す
る
︒

⑤

同
三
月
六
日
付
本
野
宛
加
藤
公
信
︑
﹃
外
文
﹄
四

一
︑
一
七
四
頁
︒

⑥

同
三
月
二
九
日
付
加
藤
宛
本
野
電
報
︑
同
右
︑
一
七
四
～
一
七
五
頁
︒

⑦

同
一
〇
月
二
三
日
付
本
野
宛
石
井
菊
次
郎
電
報
︑
同
右
︑
一
七
六
頁
︒

⑧

﹁
仏
領
関
税
問
題
﹂
﹃
読
売
新
聞
﹄
同
七
月
二
一
日
付
な
ど
︒
こ
の
加
入
交
渉

に
関
す
る
外
交
文
書
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
が
︑
後
述
す
る
よ
う
に
経
済
会
議
の

際
に
本
問
題
に
関
す
る
折
衝
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
報
道
内
容
は
正
確
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

⑨

前
掲
注
④
︒

⑩

一
九
一
五
年
五
月
一
八
日
付
加
藤
宛
清
水
公
信
︑
﹃
外
文
﹄
五

一
︑
一
八
六

～
一
九
〇
頁
︒

⑪

工
藤
章
﹁
日
独
経
済
関
係
の
変
遷
﹂
工
藤
・
田
嶋
信
雄
編
﹃
日
独
関
係
史
Ⅰ
﹄

︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
八
年
︶
八
五
頁
︒

⑫

﹁
二
十
一
ヵ
条
要
求
﹂
へ
向
か
う
大
戦
初
期
の
日
本
外
交
に
つ
い
て
は
︑
奈
良

岡
聰
智
﹃
対
華
二
十
一
ヵ
条
要
求
と
は
何
だ
っ
た
の
か
﹄
︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑

二
〇
一
五
年
︶
︒

⑬

等
松
春
夫
﹃
日
本
帝
国
と
委
任
統
治
﹄
︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
︶

第
二
章
︒

⑭

森
川
前
掲
﹁
一
九
一
六
年
の
イ
ギ
リ
ス
輸
出
入
禁
止
政
策
と
日
本
外
交
﹂
︒

⑮

千
葉
功
﹃
旧
外
交
の
形
成
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
〇
八
年
︶︑
第
Ⅳ
部
第
一
章
︑

第
二
章
︒

⑯

一
九
一
五
年
一
二
月
八
日
︑
衆
議
院
本
会
議
で
の
発
言
︑﹃
帝
国
議
会
議
事
録

検
索
シ
ス
テ
ム
﹄︵
http://teiikokugikai-i.ndl.go.jp
︶︒

⑰

グ
リ
ー
ン
駐
日
英
国
大
使
は
︑
ロ
ン
ド
ン
宣
言
加
入
に
関
す
る
日
本
の
メ
デ
ィ

ア
の
論
調
は
好
意
的
で
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
︵
Sir
C
G
reen
to
Sir

E
dw
ard
G
rey
(N
ovem
ber
3,
1915),
A
nn
T
rotter,
ed.,
B
ritish

D
ocum
ents
on
Foreign
A
ffiairs:
R
eports
and
P
apers
from
Foreign

O
ffice
C
onfidential
P
rint
P
art
III:
From
the
First
to
the
Second
W
ar

Series
E
,
A
sia,
1914-1939,
F
redrick,
M
.D
.,:
U
niversity
Publications

of
A
m
erica,
1991
vol-II
p.86.︶︒

⑱

一
九
一
六
年
二
月
一
二
日
︑
貴
族
院
本
会
議
に
お
け
る
杉
田
定
一
の
質
問
︑
前

掲
﹃
帝
国
議
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ム
﹄︒

⑲

﹁
政
府
の
違
法
処
分
陳
謝
﹂
同
三
月
五
日
付
︑﹁
英
艦
の
国
旗
凌
辱
﹂
同
三
月

九
日
付
︑﹁
日
英
外
交
上
の
大
失
態
﹂
同
三
月
一
二
日
付
︑﹁
英
艦
の
邦
船
威
迫
事

件
﹂
同
三
月
一
五
日
付
︑
な
ど
︒

⑳

原
田
前
掲
論
文
︒
な
お
阪
谷
以
外
の
委
員
団
の
顔
ぶ
れ
は
︑
田
付
七
太
︵
フ
ラ

ン
ス
大
使
館
参
事
官
︶︑
森
賢
吾
︵
海
外
駐
箚
財
務
官
︶︑
鶴
見
左
右
雄
︵
農
商
務

書
記
官
︶︑
矢
部
規
矩
治
︵
大
蔵
技
師
︶︑
田
昌
︵
大
蔵
書
記
官
︶︑
杉
村
陽
太
郎

︵
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
三
等
書
記
官
︶
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

㉑

本
問
題
に
関
し
て
は
︑
内
閣
官
房
か
ら
外
務
省
に
対
し
て
在
外
公
館
か
ら
の
報

告
は
内
閣
官
房
に
伝
え
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
出
さ
れ
て
お
り
︵
一
九
一
六
年
五

月
九
日
付
幣
原
喜
重
郎
外
務
次
官
宛
江
木
翼
内
閣
書
記
官
長
公
信
︑﹁
各
種
調
査

会
委
員
会
文
書
・
聯
合
国
経
済
会
議
書
類
・
一
関
係
書
類
﹂
委
00138100︵
国
立

公
文
書
館
所
蔵
︶︑
以
後
﹁
関
係
書
類
一
﹂
と
略
︶︑
実
際
に
ほ
と
ん
ど
の
外
交
文

書
は
大
隈
重
信
首
相
及
び
江
木
の
回
覧
に
付
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
本
稿
で
述
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べ
る
よ
う
に
︑
経
済
会
議
に
つ
い
て
の
内
閣
の
方
針
は
基
本
的
に
石
井
の
従
来
の

外
交
姿
勢
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
後
も
会
議
前
の
段
階
で
内
閣
か
ら
外
務

省
の
決
定
を
変
更
さ
せ
る
指
示
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
ず
︑
現
地
の
委
員

団
と
本
国
の
外
務
省
と
の
情
報
交
換
が
政
策
決
定
に
あ
た
っ
て
の
基
礎
と
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
石
井
外
相
を
中
心
に
検
討
す
る
︒
な
お
︑

以
下
本
稿
で
言
及
す
る
国
立
公
文
書
館
所
蔵
史
料
及
び
﹁
外
務
省
記
録
﹂
は
全
て

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
︵
https://w
w
w
.jacar.go.jp/
︶
で
閲
覧
し
た
︒

㉒

前
掲
工
藤
論
文
︑
八
五
頁
︒

㉓

﹃
外
文
﹄
五

三
︑
二
四
一
～
二
四
二
頁
︒

㉔

同
右
︑
二
四
五
～
二
四
六
頁
︒

㉕

本
野
が
連
合
国
へ
の
協
力
を
進
め
る
こ
と
で
日
本
の
権
益
を
確
保
し
よ
う
と
す

る
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
佐
々
木
雄
一
﹃
帝
国
日
本
の
外
交
﹄︵
東
京
大

学
出
版
会
︑
二
〇
一
七
年
︶
第
五
章
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
は
そ
の
よ
う
な

本
野
の
姿
勢
が
経
済
的
側
面
に
お
い
て
も
表
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

㉖

一
九
一
六
年
一
月
二
五
日
付
石
井
宛
本
野
電
報
︑
﹃
外
文
﹄
五

三
︑
二
三
九

頁
︒

㉗

同
五
月
一
八
日
付
石
井
宛
本
野
電
報
︑
同
右
︑
二
五
二
～
二
五
四
頁
︒

㉘

一
九
一
四
年
九
月
八
日
付
寺
内
正
毅
宛
本
野
書
簡
﹁
寺
内
正
毅
関
係
文
書
﹂

︵
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
︑
以
下
﹁
寺
内
文
書
﹂
と
略
︶
一
七
八

一
︒

㉙

一
九
一
五
年
一
二
月
八
日
衆
議
院
本
会
議
で
の
発
言
︑
前
掲
﹃
帝
国
議
会
議
事

録
検
索
シ
ス
テ
ム
﹄
︒

㉚

千
葉
前
掲
書
︑
三
〇
七
頁
︒

㉛

﹃
東
洋
経
済
新
報
﹄
第
七
三
八
号
︵
一
九
一
六
年
四
月
五
日
︶
︒
石
井
﹁
帝
政

延
期
勧
告
と
経
済
会
議
の
内
容
﹂
﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
第
一
〇
六
号
︵
同
五
月
一
日
︶

も
同
趣
旨
︒

㉜

本
書
が
ド
イ
ツ
の
政
策
に
直
接
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
の
内
容
は

同
年
の
ド
イ
ツ
軍
の
東
欧
進
撃
に
よ
り
ド
イ
ツ
国
内
外
で
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
︒
日
本
で
も
小
野
塚
喜
平
次
・
建
部
遯
吾
ら
に
よ
り
そ
の
概
要
が
紹
介

さ
れ
て
い
た
︵
木
村
靖
二
﹃
第
一
次
世
界
大
戦
﹄︵
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
一
四
年
︶

一
三
一
～
一
三
二
頁
︑
板
橋
拓
己
﹁﹁
中
欧
﹂
の
夢
﹂
山
室
信
一
ほ
か
編
﹃
現
代

の
起
点
第
一
次
世
界
大
戦
四

遺
産
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︶︶︒

㉝

原
田
前
掲
論
文
︒
森
川
前
掲
﹁
一
九
一
六
年
の
イ
ギ
リ
ス
輸
出
入
禁
止
政
策
と

日
本
外
交
﹂︒

㉞

﹁
経
済
同
盟
と
我
が
対
外
貿
易
﹂︵
田
談
︶﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
一
六
年
三
月
一

七
日
付
︒
仲
小
路
﹁
寧
ろ
自
由
の
境
地
に
立
て
﹂﹃
金
星
﹄
第
四
巻
第
四
号
︵
同

四
月
一
日
︶︑﹁
情
弊
を
廃
し
て
断
行
せ
よ
﹂﹃
朝
鮮
公
論
﹄
第
四
巻
第
五
号
︵
同

五
月
︶︒
同
三
月
一
六
日
付
寺
内
宛
勝
田
書
簡
﹁
寺
内
文
書
﹂
二
九
七

六
︒

㉟

﹁
聯
合
国
経
済
会
議
特
派
委
員
長
一
行
を
送
る
﹂﹃
東
京
商
業
会
議
所
月
報
﹄

第
九
巻
第
五
号
︵
同
五
月
二
五
日
︶︒

㊱

﹁
経
済
同
盟
加
入
条
件
﹂﹃
東
京
経
済
雑
誌
﹄
第
一
八
五
六
号
︵
同
六
月
一
七

日
︶︒

㊲

阪
谷
﹁
戦
後
に
於
け
る
世
界
の
経
済
観
﹂﹃
財
政
経
済
時
報
﹄
第
三
巻
五
号

︵
同
五
月
一
日
︶︒

㊳

経
済
調
査
会
設
置
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
原
田
論
文
参
照
︒

㊴

大
戦
中
の
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
け
る
︑
関
税
改
革
論
者
の
︵
一
時
的
な
︶
台
頭

に
つ
い
て
は
︑
P.J.ケ
イ
ン
／

A
.G
.ホ
プ
キ
ン
ズ
著
︑
木
畑
洋
一
／
旦
祐
介
訳

﹃
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
の
帝
国
Ⅱ
﹄︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
七

年
︑
原
書
は
一
九
九
三
年
︶
三
八
～
四
四
頁
︒

㊵

阪
谷
﹁
経
済
同
盟
は
必
然
の
趨
勢
﹂﹃
金
星
﹄
第
四
巻
第
四
号
︒

㊶

一
九
一
六
年
三
月
二
七
日
付
寺
内
宛
阪
谷
書
簡
﹁
寺
内
文
書
﹂
二
六
三

三
︒

㊷

同
二
月
二
一
日
付
石
井
宛
井
上
電
報
︑﹃
外
文
﹄
五

三
︑
二
四
一
頁
︒

㊸

同
二
月
一
〇
日
付
石
井
宛
井
上
電
報
︑
同
右
︑
三
八
三
～
三
八
四
頁
︒

㊹

同
二
月
一
九
日
付
井
上
宛
石
井
電
報
︑
同
右
︑
三
八
五
頁
︒
海
峡
植
民
地
に
お

連合国経済会議（一九一六年）と日本（藤井）

53 (597)



け
る
日
本
人
医
師
の
営
業
許
可
・
移
民
問
題
の
善
処
も
同
時
に
要
求
さ
れ
た
︒

㊺

同
三
月
一
七
日
付
石
井
宛
井
上
電
報
︑
同
右
︑
三
八
七
頁
︒

㊻

同
三
月
二
三
日
付
石
井
宛
井
上
電
報
︑
同
右
︑
三
八
八
～
三
八
九
頁
︒

㊼

同
三
月
二
六
日
付
井
上
宛
石
井
電
報
︑
同
右
︑
三
八
九
～
三
九
〇
頁
︒
実
際
に
︑

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
第
六
艦
隊
に
巡
洋
艦
二
隻
︑
駆
逐
隊
一
隊
が

増
派
さ
れ
た
︵
平
間
洋
一
﹃
第
一
次
世
界
大
戦
と
日
本
海
軍
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出

版
会
︑
一
九
九
八
年
︑
二
一
三
頁
︶
︒

㊽

シ
ド
ニ
ー
総
領
事
の
清
水
は
︑
本
件
に
つ
い
て
は
︑
実
質
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
本

国
よ
り
も
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
首
相
の
ヒ
ュ
ー
ズ
の
説
得
を
重
視
す
べ
き
と

進
言
し
て
い
た
が
︵
一
九
一
五
年
一
一
月
二
一
日
付
石
井
宛
清
水
公
信
︑﹃
外
文
﹄

五

一
︑
一
九
三
頁
︶
︑
石
井
は
グ
レ
イ
と
の
連
絡
を
重
視
し
た
︒
な
お
︑
イ
ギ

リ
ス
側
か
ら
見
た
本
問
題
の
経
過
は
︑
N
ish,
Ian,
A
lliance
in
D
ecline:
a

study
in
A
nglo-Japanese
relations,
1908-23:T
he
A
thlone
Press,1972,

pp.171
～
173.

㊾

﹃
外
文
﹄
五

三
︑
三
二
六
～
三
二
七
頁
︒

㊿

同
右
︑
三
二
七
頁
︒

y

以
下
︑
本
会
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
一
九
一
六
年
四
月
二
九
日
付
石
井
宛
松

井
公
信
︑
同
右
︑
三
三
二
～
三
五
六
頁
︒

z

B
unselm
eyer,
op.
cit.,
pp.37-38.

{

一
九
一
六
年
三
月
二
五
日
付
松
井
宛
石
井
電
報
︑﹃
外
文
﹄
五

三
︑
三
二
七

～
三
二
八
頁
︒

|

同
三
月
三
一
日
付
石
井
宛
井
上
電
報
︑
同
右
︑
三
三
一
～
三
三
二
頁
︒

}

﹁
聯
合
国
経
済
会
議
御
用
日
記
﹂
同
四
月
二
五
日
条
︵﹁
阪
谷
芳
郎
関
係
文
書
﹂

五
九
三
︵
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
︑
以
下
﹁
阪
谷
文
書
﹂
と
略
︶︑

原
田
三
喜
雄
編
﹃
第
一
次
大
戦
期

通
商
・
産
業
政
策
資
料
集
﹄
第
一
巻
︵
柏
書

房
︑
一
九
八
七
年
︑
以
下
﹃
資
料
集
﹄
と
略
︶
に
所
収
︶︒

~

﹃
外
文
﹄
五

三
︑
二
四
六
～
二
五
一
頁
︒

第
二
章

経
済
会
議
の
決
議
と
日
本

第
一
節

決
議
の
採
択
と
大
隈
内
閣
の
対
応

五
月
二
七
日
に
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
し
た
阪
谷
ら
委
員
団
は
︑
同
月
三
一
日
に
グ
レ
イ
が
主
催
す
る
午
餐
会
に
出
席
し
︑
経
済
会
議
に
イ
ギ
リ

ス
代
表
と
し
て
参
加
す
る
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
代
表
ヒ
ュ
ー
ズ
ら
と
も
面
会
す
る
こ
と
と
な
っ
た①
︒

こ
の
場
で
阪
谷
ら
は
再
び
グ
レ
イ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
会
議
へ
の
姿
勢
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
そ
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
の
彼
の
発
言
を
改

め
て
確
認
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
今
回
の
会
議
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
行
う
提
案
は
特
に
な
く
︑
第
二
に
会
議

の
決
議
へ
の
参
加
は
本
国
政
府
の
事
後
承
認
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
採
用
の
諾
否
は
各
国
政
府
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
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こ
れ
ら
の
発
言
を
聞
い
た
阪
谷
は
︑﹁
今
回
ノ
会
議
ノ
結
果
ト
シ
テ
英
国
ノ

fiscal
policy
ニ
何
等
変
動
ヲ
見
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ニ
ハ
延
イ
テ

日
本
国
民
ノ
懸
念
ス
ル
所
ナ
リ
﹂
と
単
刀
直
入
に
尋
ね
た
が
︑
グ
レ
イ
の
態
度
は
揺
る
が
な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ

シ
ー
﹂
の
件
は
我
国
の
二
大
政
党
間
に
お
け
る
大
き
な
政
策
的
争
点
で
あ
る
が
︑
現
在
の
挙
国
一
致
内
閣
下
で
は
こ
の
よ
う
な
党
争
問
題
は
議

論
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
戦
争
遂
行
の
財
源
確
保
の
た
め
に
現
行
関
税
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
れ
は

﹁
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
﹂
の
変
更
と
は
別
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
阪
谷
は
な
お
も
続
け
て
今
回
の
会
議
の
意
味
や
︑
会
議
の
持

つ
拘
束
力
に
つ
い
て
問
い
質
し
た
が
︑
グ
レ
イ
の
回
答
は
従
来
の
発
言
の
内
容
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
会
議
直
前
の
日
本
代
表
団
に

示
さ
れ
た
の
は
︑
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
会
議
に
対
し
て
消
極
的
な
姿
勢
に
終
始
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
後
︑
委
員
団
は
グ
レ
イ
と
の
会
談
の
内
容
を
本
国
に
打
電
し
︑
六
月
一
二
日
に
改
め
て
会
議
に
関
す
る
日
本
の
方
針
に
つ
い
て
請
訓
し

た
︒
阪
谷
の
考
え
は
﹁
可
成
受
働
的
態
度
ヲ
保
チ
帝
国
将
来
ノ
行
動
ニ
拘
束
ヲ
受
ケ
ザ
ル
様
注
意
シ
主
ト
シ
テ
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
材
料
ヲ
得
ル

ノ
方
針
ヲ
執
ル
コ
ト
﹂
で
あ
っ
た②
︒
翌
一
三
日
に
一
行
は
フ
ラ
ン
ス
商
相
の
ク
レ
マ
ン
テ
ル
と
も
面
会
し
て
関
税
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
各
国

の
自
由
協
議
に
任
せ
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
︑
こ
の
情
報
も
本
国
に
伝
え
ら
れ
た③
︒
こ
れ
ら
の
情
報
を
前
提
に
︑
一
五
日
に
本
国
か
ら
は
︑
阪

谷
の
提
案
を
是
と
し
た
う
え
で
︑
外
務
・
大
蔵
・
農
商
務
三
省
の
合
意
の
上
で
作
成
さ
れ
た
連
合
国
に
対
す
る
禁
輸
解
禁
希
望
商
品
リ
ス
ト
が

伝
達
さ
れ
た④
︒
会
議
が
開
催
さ
れ
る
と
き
に
至
る
ま
で
︑
日
本
は
会
議
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
し
︑
実
務
的
な
交
渉
を
眼
目

に
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
︑
日
本
代
表
団
は
本
会
議
に
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
四
日
間
の
会
議
の
末
採
択
さ
れ
た
決
議
の
梗
概
は
︑
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た⑤
︒

甲

戦
時
に
対
す
る
措
置
⁝
①
対
敵
通
商
を
禁
止
す
る
法
令
及
び
条
規
を
調
整
す
る
︑
②
連
合
国
領
土
内
に
お
け
る
敵
国
民
の
所
有
・
経
営
を
制
限
す
る
︑

③
敵
国
へ
の
物
資
供
給
を
防
止
す
る
た
め
に
既
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
を
徹
底
す
る
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乙

連
合
国
の
商
業
︑
工
業
︑
農
業
及
び
海
運
業
の
回
復
期
に
関
す
る
過
渡
的
措
置
⁝
①
連
合
国
間
で
原
料
品
・
工
業
及
び
農
業
上
の
設
備
︑
商
船
な
ど

の
現
状
回
復
の
方
策
を
共
同
で
考
究
す
る
︑
②
敵
国
と
の
通
商
条
約
は
戦
争
の
た
め
に
消
失
し
た
も
の
と
見
な
し
︑
戦
後
の
一
定
期
間
敵
国
に
は
最
恵
国

待
遇
は
与
え
な
い
︑
③
連
合
国
間
に
お
け
る
資
源
の
融
通
を
優
先
す
る
取
り
決
め
を
結
ぶ
︑
④
敵
国
の
﹁
ダ
ン
ピ
ン
グ
﹂
を
防
止
す
る
た
め
︑
連
合
国
は

一
定
期
間
︑
敵
国
の
商
業
を
特
別
規
定
の
下
に
お
き
︑
敵
国
の
産
貨
物
を
輸
入
禁
止
ま
た
は
特
別
規
定
の
下
に
置
く
︑
⑤
敵
国
国
民
が
連
合
国
領
土
内
で

国
防
ま
た
は
経
済
的
独
立
に
関
係
す
る
産
業
・
職
業
を
営
む
こ
と
を
防
止
す
る

丙

連
合
国
間
に
お
け
る
共
助
及
び
協
力
の
永
久
的
措
置
⁝
①
連
合
国
は
原
料
・
製
品
の
敵
国
に
対
す
る
一
切
の
隷
属
関
係
よ
り
離
脱
す
る
た
め
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
︑
②
連
合
国
間
で
産
物
の
流
通
を
円
滑
な
ら
し
め
る
︑
③
連
合
国
は
特
許
権
︑
生
産
地
表
記
︑
製
造
票
及
び
商
標
に
関
す
る
法
制
を
可
能

な
限
り
統
一
す
る

こ
の
条
文
が
日
本
国
内
で
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
が
︑
実
際
に
は
会
議
の
準
備
段
階
で
の
折
衝

で
︑
強
固
な
対
独
封
鎖
同
盟
を
志
向
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
は
自
由
貿
易
の
余
地
を
残
す
こ
と
を
主
張
し
︑
両
者
の
考
え
が
折

衷
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
決
議
文
は
あ
く
ま
で
一
般
論
的
に
連
合
国
の
経
済
協
力
を
う
た
っ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
︑

本
会
議
自
体
も
わ
ず
か
四
日
間
で
決
着
し
た⑥
︒

し
か
し
︑
日
本
の
代
表
団
が
作
成
し
た
会
議
報
告
書
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
中
で
も
い
く
つ
か
議
論
が
紛
糾
し
た
項
目
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る⑦
︒
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
︑
最
終
的
に
は
乙
項
︵
過
渡
期
的
措
置
︶
の
第
四
号
に
結
実
す
る
条
項
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ

る
︒
こ
の
条
項
に
は
各
国
委
員
か
ら
の
異
論
が
噴
出
し
︑
最
終
的
に
は
そ
の
期
間
を
二
年
と
す
る
予
定
だ
っ
た
も
の
を
﹁
一
定
ノ
期
間
﹂
と
曖

昧
な
言
葉
に
修
正
す
る
こ
と
で
通
過
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
過
程
も
結
果
と
し
て
は
参
加
国
が
妥
協
可
能
な
抽
象
的
な
文
言
に
落
着
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
報
告
書
に
記
さ

れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
代
表
及
び
カ
ナ
ダ
代
表
の
言
動
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
会
議
報
告
書
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
場
で
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
は
本
問
題
は
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イ
ギ
リ
ス
委
員
の
も
っ
と
も
重
要
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
︑
そ
の
通
過
を
熱
望
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
明
し
︑
カ
ナ
ダ
代
表
委
員
の
フ
ォ
ス

タ
ー
も
戦
後
ド
イ
ツ
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
に
備
え
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
し
た
︒
彼
ら
ま
た
︑
会
議
の
最
終
段
階
︵
一
七
日
︶
に
お
い
て
︑
決

議
を
有
効
な
も
の
と
す
る
た
め
︑
各
国
代
表
委
員
は
自
国
政
府
に
直
ち
に
決
議
の
実
行
を
建
議
す
る
と
の
文
章
を
加
え
る
べ
き
と
の
提
案
も
行

い
︑
こ
れ
が
採
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る⑧
︒

会
議
の
決
議
自
体
は
全
体
と
し
て
日
本
に
予
め
告
知
さ
れ
て
い
た
内
容
を
大
き
く
出
る
も
の
で
は
な
く
︑
阪
谷
自
身
︑
日
本
が
決
議
に
付
し

た
留
保
は
﹁
英
国
委
員
ヲ
初
メ
各
国
委
員
モ
大
ニ
我
意
ヲ
諒
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
﹂
と
伝
え
て
い
た⑨
︒
事
実
︑
ク
レ
マ
ン
テ
ル
は
こ
の
後
︑

駐
日
仏
大
使
に
よ
れ
ば
日
本
の
新
聞
は
本
会
議
が
関
税
同
盟
の
形
成
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
も

の
で
は
決
し
て
な
い
と
言
明
し
て
い
る⑩
︒
そ
し
て
さ
ら
に
は
︑
日
本
が
希
望
し
て
い
た
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
日
仏
通
商
条
約
加
入
に
も
尽
力
す

る
と
伝
え
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る⑪
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
阪
谷
に
強
い
印
象
を
与
え
た
の
は
︑
決
議
の
内
容
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
︑
日
本
が
会
議
へ
の
対
応
を
考
え
る
う
え
で
重

要
な
基
準
と
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
者
が
︑
予
想
外
の
振
る
舞
い
を
見
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
彼
は
六
月
二
二
日
に
会
議
中
明
瞭
に
看
取

さ
れ
た
こ
と
と
し
て
︑
①
連
合
国
が
敵
国
の
経
済
的
威
力
と
自
国
の
弱
点
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
︑
②
戦
時
及
び
戦
後
の
経
済
政
策
を
真
剣
に

検
討
し
て
い
る
こ
と
︑
③
国
民
経
済
を
独
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
勢
が
旺
盛
で
あ
る
こ
と
︑
④
敵
国
へ
の
自
衛
上
︑
多
少
の
犠
牲
を
払
っ
て
で

も
連
合
国
間
の
結
束
を
固
く
す
る
こ
と
︑
⑤
諸
国
は
戦
後
兵
戦
に
次
い
で
商
戦
が
到
来
す
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
る
こ
と
︑
と
の
五
点
を
挙
げ

た
う
え
で
︑
さ
ら
に
会
議
全
体
の
所
感
を
次
の
よ
う
に
本
国
に
報
告
し
た
︒

英
国
委
員
ノ
態
度
ハ
本
職
カ
倫
敦
ニ
於
テ
﹁
グ
レ
ー
﹂
氏
ヨ
リ
聴
取
セ
シ
所
ニ
反
シ
頗
ル
積
極
的
ニ
シ
テ
︑
同
国
現
下
ノ
事
態
ニ
基
ク
新
政
策
即
チ
戦
後

ノ
経
営
ヲ
基
礎
ト
シ
新
経
済
方
針
ヲ
立
テ
ン
ト
ス
ル
意
見
漸
次
勢
力
ヲ
占
メ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ノ
如
キ
感
想
ヲ
懐
カ
シ
メ
タ
リ
︹
中
略
︺
本
会
議
ノ
決
議
ハ

必
ス
シ
モ
示
威
的
文
句
ト
ノ
ミ
解
ス
ヘ
カ
ラ
ス
︑
寧
ロ
之
ニ
依
リ
テ
連
合
各
国
政
府
ノ
経
済
政
策
将
来
ノ
趨
向
ヲ
察
知
シ
得
ヘ
キ
ニ
似
タ
リ⑫
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す
な
わ
ち
︑
阪
谷
に
と
っ
て
今
回
の
会
議
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
は
︑
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
い
て
ア
ス
キ
ス
・
グ
レ
イ
に
代
表
さ
れ
る

自
由
貿
易
堅
持
を
主
張
す
る
勢
力
が
苦
境
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
阪
谷
は
会
議
前
の
時
点

で
フ
ラ
ン
ス
が
戦
後
に
か
け
て
経
済
封
鎖
を
継
続
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
た
が⑬
︑
会
議
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
言
動
を
受
け
た
結

果
︑
こ
れ
を
契
機
と
し
て
連
合
国
の
通
商
政
策
が
明
確
に
変
化
し
て
ゆ
く
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
感
想
を
も
っ
た
の
は
︑
独
り
阪
谷
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
︑
ロ
ン
ド
ン
代
理
総
領
事
の
山
崎
馨
一
も
︑
七
月
一
日
に
阪
谷

の
報
告
を
裏
付
け
る
公
信
を
発
し
て
い
た⑭
︒
山
崎
は
決
議
の
内
容
を
特
恵
関
税
制
度
の
実
現
を
強
く
希
望
す
る
イ
ギ
リ
ス
実
業
家
の
意
向
が
強

く
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
た
︒
す
な
わ
ち
︑
ア
ス
キ
ス
内
閣
は
当
初
経
済
会
議
を
さ
ほ
ど
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
が
︑
自
由
貿
易
を

批
判
す
る
世
論
は
自
分
た
ち
と
意
見
を
同
じ
く
す
る
ヒ
ュ
ー
ズ
ら
を
委
員
に
加
え
る
こ
と
を
要
求
し
︑
政
府
は
や
む
な
く
彼
と
ラ
ン
シ
マ
ン
︑

ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
を
委
員
に
加
え
た
︒
こ
れ
は
﹁
当
国
実
業
界
言
論
界
ノ
満
足
ヲ
買
﹂
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
今
回
の
決
議
内
容
を
イ
ギ
リ

ス
国
民
は
﹁
其
予
想
以
上
ニ
積
極
的
且
具
体
的
ナ
リ
シ
ヲ
意
外
ト
シ
タ
﹂
よ
う
で
あ
り
︑
今
春
来
戦
後
経
済
政
策
の
革
新
を
主
張
し
て
き
た
勢

力
は
﹁
本
会
議
ノ
爾
来
彼
等
ノ
主
張
ガ
大
体
ニ
於
テ
裏
書
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
喜
﹂
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

確
か
に
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
ら
が
会
議
に
加
わ
っ
た
の
は
ア
ス
キ
ス
政
権
が
国
内
の
保
護
主
義
者
の
声
に
押
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
︑
関
税
改
革
論

者
の
多
く
は
決
議
を
自
己
の
要
望
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
し
て
歓
迎
し
た
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
会
議
の
決
議
の
意
味

合
い
が
た
だ
ち
に
大
き
く
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
通
商
政
策
に
彼
ら
の
意
見
が
充
分
に
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
も
な

か
っ
た⑮
︒
そ
の
点
で
在
欧
の
外
交
関
係
者
の
意
見
は
関
税
改
革
論
者
の
影
響
力
を
過
大
評
価
し
て
い
た
も
の
と
言
え
る
が
︑
こ
の
時
点
に
あ
っ

て
は
自
身
の
実
感
を
率
直
に
報
告
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

で
は
︑
こ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
国
内
で
は
決
議
の
内
容
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
日
本
の
主
要
新
聞
は
経
済
会
議
が

開
催
さ
れ
る
直
前
の
時
期
か
ら
︑
連
日
そ
の
内
容
を
大
き
く
報
道
し
て
い
た
︒
そ
し
て
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
危
機
感
か
ら
︑
会
議
直
前
及

び
会
議
中
に
は
︑
経
済
同
盟
問
題
が
提
起
・
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
す
る
論
説
が
発
表
さ
れ
て
い
た⑯
︒
し
か
し
︑
会
議
が
終
了
し
決
議
内
容
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が
一
般
に
知
ら
れ
る
頃
に
な
る
と
︑
多
く
の
新
聞
は
︑
決
議
の
内
容
は
実
質
的
意
味
に
乏
し
く
︑
連
合
国
の
結
束
を
表
明
し
た
と
い
う
点
が
評

価
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︑
と
の
趣
旨
の
報
道
を
行
っ
た⑰
︒
な
か
に
は
決
議
の
実
行
は
困
難
で
あ
り
︑
日
本
が
無
理
に
決
議
を
採
択
す
る
必
要
は

な
い
と
す
る
論
説
も
存
在
し
た
が
︑
そ
の
場
合
も
連
合
国
が
一
致
し
た
声
明
を
出
し
た
こ
と
は
評
価
し
︑
こ
の
決
議
自
体
が
日
本
が
懸
念
す
る

経
済
戦
争
の
準
備
を
整
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
否
定
し
て
い
た⑱
︒

商
業
会
議
所
の
動
向
も
概
ね
同
様
の
理
解
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
決
議
を
う
け
た
全
国
商
業
会
議
所
連
合
会
は
同
問
題
に
対
す
る

政
府
へ
の
意
見
案
を
採
択
し
︑
八
月
一
一
日
に
東
京
商
業
会
議
所
会
頭
の
中
野
武
営
か
ら
政
府
に
提
出
さ
れ
た⑲
︒
こ
の
建
議
書
は
︑
決
議
の
第

二
︵
乙
︶
項
に
関
し
て
は
︑
そ
の
承
認
に
あ
た
っ
て
︑
①
日
本
の
連
合
国
へ
の
輸
出
品
に
対
す
る
待
遇
を
改
善
す
る
こ
と
︑
②
連
合
国
︱
植
民

地
間
で
特
恵
関
税
制
度
を
形
成
し
な
い
こ
と
を
要
望
し
て
お
り
︑
こ
の
点
は
会
議
直
前
に
採
択
さ
れ
た
六
商
業
会
議
所
の
希
望
事
項
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
決
議
の
第
一
︵
甲
︶
項
で
あ
る
戦
時
中
の
措
置
に
関
し
て
は
﹁
全
然
之
に
同
意
﹂
し
︑
決
議
全
体
に
対
し
て
は
﹁
大

体
之
に
同
意
﹂
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
決
議
は
総
体
と
し
て
関
税
改
革
を
約
し
た
も
の
で
は
な
い
と
受
け
止
め
ら

れ
て
い
た⑳
︒
以
上
を
要
す
る
に
︑
日
本
国
内
に
お
い
て
経
済
会
議
の
決
議
内
容
は
︑
実
際
の
と
こ
ろ
は
事
前
の
懸
念
と
は
異
な
っ
て
自
由
貿
易

そ
の
も
の
を
脅
か
す
も
の
と
は
捉
え
ら
れ
ず
︑
そ
の
承
認
は
是
認
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
決
議
文
そ
の
も
の
か
ら
受
け
る
印
象
と
︑
外
交
関
係
者
が
伝
え
て
く
る
情
報
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
な
か
で
︑
大
隈
内
閣

が
決
議
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
は
︑
史
料
的
に
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
︒
た
だ
事
実
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
︑
同
内
閣
の
決
議
承
認
に
向
け

た
動
き
は
緩
慢
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る㉑
︒

フ
ラ
ン
ス
か
ら
決
議
の
早
期
の
承
認
が
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
︑
こ
の
段
階
で
の
関
税
同
盟
の
形
成
を
否
定
す
る
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
は

日
本
本
国
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た㉒
︒
ま
た
会
議
に
参
加
し
た
主
要
国
は
︑
関
税
同
盟
へ
の
意
見
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
︑
い
ず
れ
も
こ
の
頃
ま
で

に
は
決
議
の
承
認
を
決
定
あ
る
い
は
表
明
し
て
い
た㉓
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
︑
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
再
度
の
承
認
要
請
が
な
さ
れ
る

と
︑
大
隈
内
閣
は
態
度
表
明
は
阪
谷
ら
の
帰
国
を
待
ち
︑
そ
の
意
見
を
聴
取
し
て
か
ら
で
も
よ
い
だ
ろ
う
と
外
務
省
に
指
示
を
与
え
た㉔
︒
そ
し

連合国経済会議（一九一六年）と日本（藤井）

59 (603)



て
政
権
が
交
代
す
る
ま
で
の
そ
の
後
の
二
か
月
間
で
︑
政
府
が
決
議
に
つ
い
て
態
度
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

八
月
一
一
日
に
東
京
商
業
会
議
所
で
の
日
露
協
約
締
結
祝
賀
会
の
席
上
で
行
わ
れ
た
大
隈
と
石
井
の
演
説
は
︑
政
府
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を

と
っ
た
理
由
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る㉕
︒
こ
の
席
で
大
隈
は
︑
全
国
商
業
会
議
所
連
合
会
が
経
済
会
議
へ
の
賛
同
を
表
明
し
た
こ
と
に
謝

意
を
示
し
つ
つ
も
︑
戦
後
の
各
国
は
国
力
を
回
復
さ
せ
る
た
め
︑﹁
或
は
余
儀
な
く
保
護
政
策
︑
関
税
政
策
︑
此
の
如
き
も
の
に
依
る
の
止
む

を
得
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
﹂
と
の
考
え
を
示
し
た
︒
石
井
も
︑
大
隈
と
同
じ
く
商
業
会
議
所
の
賛
同
に
感
謝
す
る
一
方
で
︑

﹁
巴
里
会
議
の
決
定
事
項
に
対
し
ま
し
て
政
府
の
意
向
は
如
何
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
私
よ
り
今
日
申
し
上
げ
ま
す
る
場
合
で
は
あ
り
ま
せ

ぬ
﹂
と
煮
え
切
ら
な
か
っ
た
︒

阪
谷
の
報
告
内
容
は
︑
大
隈
内
閣
が
会
議
準
備
に
あ
た
っ
て
前
提
と
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
動
向
に
つ
い
て
の
認
識
を
大
き
く
覆
す
も
の
で

あ
り
︑
内
閣
を
困
惑
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い㉖
︒
大
隈
内
閣
は
内
政
面
に
お
い
て
政
権
授
受
を
め
ぐ
る
動
き
が
活
発
化

し
て
い
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
︑
結
論
を
阪
谷
が
帰
国
し
詳
し
い
報
告
を
受
け
る
ま
で
先
延
ば
し
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
結
局
︑

決
議
の
承
認
は
後
継
の
寺
内
正
毅
内
閣
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

第
二
節

寺
内
内
閣
期
の
対
応

一
〇
月
九
日
︑
大
隈
内
閣
に
代
わ
っ
て
寺
内
内
閣
が
成
立
し
た
︒
内
閣
成
立
後
ほ
ど
な
く
し
て
︑
大
隈
内
閣
は
決
議
に
関
し
て
目
立
っ
た
動

き
を
見
せ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
新
内
閣
は
果
た
し
て
ど
う
対
応
す
る
か
注
目
さ
れ
る
と
論
じ
た
新
聞
社
説
が
発
表
さ
れ
た
よ
う
に
︑
本
問
題
は

内
閣
の
大
戦
へ
の
関
与
の
方
向
性
を
示
す
一
つ
の
試
金
石
と
い
え
た㉗
︒

寺
内
内
閣
の
決
議
承
認
に
向
け
た
閣
内
に
お
け
る
交
渉
日
程
そ
の
も
の
は
具
体
的
に
わ
か
ら
な
い
が
︑
一
一
月
二
五
日
に
は
外
務
・
内
務
・

大
蔵
・
農
商
務
・
逓
信
各
省
次
官
の
間
で
折
衝
が
も
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
時
期
に
は
か
な
り
の
程
度
検
討
が
進
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る㉘
︒
そ
し
て
そ
の
後
︑
本
問
題
は
枢
密
院
官
制
六
条
六
号
︵
臨
時
に
諮
詢
が
必
要
な
事
項
︶
に
該
当
す
る
と
し
て
枢
密
院
へ
の
諮
詢
が
決
定
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し㉙
︑
一
二
月
九
日
か
ら
一
八
日
に
か
け
て
審
議
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
枢
密
院
で
の
議
論
で
は
︑
寺
内
内
閣
の
本
問
題
へ
の
課
題
意
識
と
態
度
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
内
容
を
や

や
詳
し
く
確
認
し
て
ゆ
き
た
い㉚
︒

一
一
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
目
の
審
議
に
お
い
て
︑
新
た
に
外
相
に
就
任
し
た
本
野
一
郎
は
決
議
を
承
認
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明

し
た
︒﹁
日
本
ハ
既
ニ
聯
合
国
ト
為
リ
タ
ル
以
上
︑
之
ニ
参
加
シ
テ
共
同
ノ
敵
国
ヲ
苦
シ
ム
ル
ノ
手
段
ヲ
採
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
︹
中
略
︺
本
決

議
ハ
経
済
上
我
国
ニ
取
リ
テ
サ
シ
タ
ル
不
利
益
ナ
ク
又
我
国
ノ
利
益
ヲ
害
セ
サ
ル
手
段
ヲ
採
ル
ベ
キ
余
地
ア
リ
﹂︒
こ
の
説
明
に
対
し
︑
枢
密

顧
問
官
の
伊
東
巳
代
治
は
︑
日
本
は
日
英
同
盟
に
基
づ
い
て
連
合
国
側
に
立
っ
て
参
戦
し
た
の
で
あ
り
︑
決
議
の
第
一
項
は
こ
の
趣
旨
に
沿
う

も
の
だ
が
︑
二
項
以
降
は
そ
う
で
は
な
く
大
義
名
分
に
も
と
っ
て
お
り
︑
そ
れ
相
応
の
代
償
を
求
め
て
然
る
べ
き
で
あ
る
︑
と
述
べ
た
︒
し
か

し
︑
本
野
は
さ
ら
に
こ
う
続
け
る
︒﹁
既
ニ
此
ノ
戦
争
ニ
参
加
シ
タ
ル
以
上
総
テ
ノ
手
段
ヲ
尽
シ
テ
出
来
得
ル
限
リ
参
加
ノ
事
実
ヲ
挙
ゲ
ザ
ル

ベ
カ
ラ
ズ
︹
中
略
︺
余
ハ
昨
年
来
或
ル
事
変
ノ
際
其
ノ
機
会
ヲ
巧
ニ
利
用
セ
バ
地
図
ノ
改
定
ニ
与
リ
得
ヘ
シ
ト
考
ヘ
当
時
其
ノ
旨
本
省
ニ
上
申

シ
タ
ル
モ
遂
ニ
採
納
セ
ラ
レ
ザ
リ
シ
ナ
リ
︑
日
本
ニ
於
テ
ハ
山
東
戡
定
以
来
我
事
了
レ
リ
ト
為
ス
ノ
風
ア
リ
︑
政
府
ノ
処
置
︑
民
間
ノ
意
向
動

モ
ス
レ
バ
斯
ク
ノ
如
キ
観
ア
リ
︑
是
レ
甚
ダ
奇
怪
ナ
リ
︑
余
ガ
這
回
政
変
ノ
際
直
チ
ニ
外
務
大
臣
ノ
任
ヲ
受
ケ
ル
ハ
聊
カ
這
問
ノ
抱
負
ヲ
行
ハ

ム
ガ
為
ナ
リ
﹂︒
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑
本
野
は
か
ね
て
連
合
国
へ
の
積
極
的
な
協
力
に
よ
り
日
本
の
大
陸
権
益
を
維
持
・
拡
大
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
お
り
︑
そ
の
観
点
か
ら
本
決
議
も
速
や
か
に
承
認
す
べ
き
と
し
た
の
で
あ
る㉛
︒

た
だ
し
︑
決
議
の
承
認
は
そ
れ
に
関
連
す
る
国
内
立
法
も
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
会
議
の
方
針
作
成
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し

て
き
た
外
務
省
に
加
え
て
︑
大
蔵
省
・
農
商
務
省
な
ど
の
経
済
関
係
の
閣
僚
の
意
見
も
そ
の
重
要
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
こ
こ
で
想

起
し
た
い
の
は
︑
田
逓
相
︑
勝
田
蔵
相
︑
仲
小
路
農
商
相
ら
寺
内
内
閣
の
経
済
関
係
の
閣
僚
は
︑
い
ず
れ
も
会
議
前
の
段
階
で
日
本
が
会
議
に

加
わ
る
こ
と
に
否
定
的
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
実
際
に
︑
仲
小
路
は
会
議
終
了
直
後
に
も
連
合
各
国
と
利
益
を
異
に
す
る
問
題
に
関
し
て
は
自

国
の
利
益
を
改
め
て
主
張
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
述
べ㉜
︑
農
商
相
と
し
て
出
席
し
た
こ
の
場
に
お
い
て
も
︑﹁
我
国
ノ
負
担
少
カ
ラ
サ
ル
モ
大
体
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ノ
上
ヨ
リ
見
テ
相
当
ノ
制
限
ヲ
附
シ
テ
之
ニ
同
意
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
策
ト
考
フ
︹
中
略
︺
戦
後
尚
永
久
ニ
今
日
ノ
敵
国
ニ
対
シ
経
済
戦
争
ヲ
継
続

セ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
不
穏
当
ノ
嫌
ナ
キ
ニ
非
ズ
﹂
と
本
野
と
は
対
照
的
に
︑
本
決
議
が
日
本
に
と
っ
て
一
定
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
孕
ん
で
い

る
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

で
は
︑
彼
は
い
か
な
る
観
点
か
ら
決
議
承
認
を
是
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
答
弁
は
こ
う
続
い
て
い
る
︒
﹁
然
レ
ド
モ
戦
後
独
逸
ノ
侵
迫
ニ

対
シ
與
国
相
謀
リ
テ
自
給
自
足
ノ
策
ヲ
攻
究
採
用
セ
ム
コ
ト
ヲ
申
合
ワ
ス
ノ
趣
旨
ニ
シ
テ
其
ノ
要
項
ハ
通
信
機
関
ノ
整
備
︑
発
明
権
ノ
保
護
等

ニ
シ
テ
結
局
攻
究
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
故
ニ
是
レ
亦
承
認
差
支
ナ
シ
ト
認
ム
﹂︒

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
自
給
自
足
の
時
代
に
即
応
し
た
統
一
的
経
済
機
関
の
設
置
は
︑
実
は
仲
小
路
の
か
ね
て
か
ら
の
持
論
で
あ
っ
た
︒

彼
は
会
議
参
加
前
の
段
階
か
ら
論
壇
に
お
い
て
こ
の
主
張
を
展
開
し㉝
︑
寺
内
内
閣
の
成
立
直
後
に
も
同
様
の
見
解
を
表
明
し
て
い
た㉞
︒
そ
し
て

実
際
に
彼
は
こ
の
審
議
が
行
わ
れ
て
い
た
一
二
月
中
に
︑﹁
巴
里
経
済
会
議
承
認
後
の
措
置
に
就
て㉟
﹂
と
題
し
た
︑
資
源
開
発
の
た
め
の
調
査

機
関
の
設
置
を
提
唱
す
る
意
見
書
を
閣
僚
に
提
出
す
る
と
同
時
に
︑
寺
内
個
人
に
対
し
て
も
﹁
過
日
小
官
ヨ
リ
提
議
致
候
産
業
調
査
之
儀
ハ
国

家
前
途
之
為
メ
緊
要
不
可
欠
国
策
ト
実
ハ
数
年
前
ヨ
リ
確
信
致
居
リ
タ
ル
儀
ニ
有
之
︑
今
回
巴
里
経
済
会
議
承
認
ト
共
々
堂
々
之
ニ
着
手
致
候

ハ
洵
ニ
絶
好
之
機
会
ニ
有
之
﹂
と
書
き
送
っ
た
の
で
あ
る㊱
︒
つ
ま
り
︑
仲
小
路
は
日
本
と
ド
イ
ツ
の
通
商
関
係
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
点
で
経

済
会
議
の
結
果
自
体
は
好
ま
し
く
は
な
い
が
︑
自
分
が
構
想
し
て
い
た
機
関
の
設
置
に
本
格
的
に
取
り
組
む
契
機
に
な
る
と
見
な
し
︑
そ
の
点

に
承
認
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
寺
内
内
閣
に
よ
る
経
済
会
議
の
決
議
承
認
の
背
景
に
は
︑
対
連
合
国
協
調
の
一
層
の
強
化
・
経
済
的
統
一
機
関
の
設
置
と
い

う
大
隈
内
閣
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
二
つ
の
発
想
が
あ
っ
た
︒
結
局
︑
枢
密
院
審
議
の
通
過
を
経
て
︑
一
二
月
二
八
日
に
フ
ラ
ン
ス
大
使
に
対

し
て
決
議
の
承
認
が
正
式
に
通
告
さ
れ
た㊲
︒
そ
し
て
翌
年
の
上
半
期
に
か
け
て
︑
こ
の
決
議
を
実
体
化
す
る
た
め
の
国
内
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
︒

ま
ず
︑
決
議
の
第
一
項
に
関
連
し
て
︑
四
月
二
四
日
に
は
同
盟
国
と
の
通
商
取
引
を
禁
じ
た
対
敵
取
引
禁
止
令
が
公
布
さ
れ
︵
勅
令
四
一
号
︶
︑
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つ
い
で
帝
国
議
会
で
の
審
議
を
へ
て
七
月
二
〇
日
に
工
業
所
有
権
戦
時
法
が
制
定
さ
れ
︑
敵
国
の
特
許
権
は
制
限
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
法
令
制
定
と
並
ん
で
︑
仲
小
路
が
提
唱
し
た
経
済
機
関
構
想
も
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
︒
彼
の
産
業
調
査
会
の
提
案
は
︑
少
な
く
と

も
二
月
初
旬
ま
で
に
は
寺
内
が
最
終
的
に
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
り㊳
︑
同
月
一
四
日
に
農
商
務
省
に
臨
時
産
業
調
査
局
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
︒
同
局
の
具
体
的
な
活
動
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
︑
関
係
者
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑
特
に
鉄
・
ソ
ー
ダ
と
い
う

﹁
基
礎
工
業
﹂
の
調
査
に
主
眼
が
置
か
れ
︑
中
国
及
び
南
洋
・
南
米
に
多
く
の
調
査
員
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と㊴
︑
そ
し
て
こ
の
機
関
に
対
す
る
仲

小
路
の
熱
意
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る㊵
︒
外
交
・
経
済
の
両
面
に
お
い
て
寺
内
内
閣
は
決
議
に
実
質
的
意
味
を
見
出

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
動
き
と
並
行
し
て
︑
阪
谷
ら
実
際
に
代
表
団
と
し
て
会
議
に
参
加
し
て
い
た
人
た
ち
も
︑
そ
の
結
果
を
受
け
た
施
策
を

要
望
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
阪
谷
は
会
議
に
よ
っ
て
︑
事
前
の
予
想
を
上
回
る
連
合
国
の
戦
意
の
高
さ
と
関
税
同
盟
へ
の
志
向
に
衝
撃
を

受
け
て
い
た
が
︑
こ
の
よ
う
な
彼
の
認
識
は
︑
会
議
後
に
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
を
歴
訪
し
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
場
と
銃
後
と
を
実
際
に
見
聞

す
る
な
か
で
︑
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

阪
谷
は
ま
ず
七
月
二
四
日
に
伊
集
院
彦
吉
駐
伊
大
使
と
︑
八
月
二
九
日
に
は
松
井
駐
仏
大
使
と
そ
れ
ぞ
れ
会
談
し
た
が
︑
そ
こ
で
は
連
合
国

の
勝
利
は
疑
い
得
な
い
こ
と
︑
中
国
を
連
合
国
に
引
き
入
れ
か
つ
ド
イ
ツ
に
対
す
る
経
済
封
鎖
に
加
わ
る
こ
と
は
︑
講
和
会
議
に
お
け
る
発
言

力
や
︑
中
国
問
題
に
関
す
る
日
本
の
立
場
を
有
利
な
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
︑
さ
ら
に
日
本
の
中
国
権
益
を
確
保
す
る
た
め
に
連
合
国
へ

の
積
極
的
な
武
力
援
助
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
︒
彼
は
さ
ら
に
八
月
二
九
日
に
は
ク
レ
マ
ン
テ
ル
︑
翌
三
〇
日
に
は
ブ
リ
ア

ン
仏
外
相
と
会
談
し
︑
帰
国
後
は
最
低
限
の
除
外
事
項
を
除
い
て
決
議
承
認
を
実
現
さ
せ
る
べ
く
尽
力
し
た
い
と
い
う
旨
を
伝
え
た㊶
︒
会
議
の

経
験
は
︑
彼
に
日
本
も
連
合
国
援
助
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
意
識
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
彼
は
帰
国
後
︑
自
身
の
訪
欧
体
験
を
演
説
︑
あ
る
い
は
論
考
と
し
て
発
表
す
る
が
︑
そ
こ
で
力
説
さ
れ
た
の
は
︑
連
合
国
支
援
の
必

要
性
に
加
え
︑
連
合
国
が
主
要
産
業
の
﹁
自
給
自
足
﹂
を
可
能
と
す
る
体
制
作
り
に
力
を
注
い
で
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
日
本
も
同
様
に
国
内
産
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業
基
盤
を
整
備
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た㊷
︒
こ
の
よ
う
な
見
解
は
︑
鶴
見
左
右
雄
の
よ
う
な
委
員
と
し
て
阪
谷
に
随
行
し
た

農
商
務
官
僚
に
も
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た㊸
︒

そ
し
て
︑
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
︑
よ
り
大
規
模
な
産
業
機
構
の
整
備
を
模
索
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
阪
谷
は
帰
国
し
て
二
か

月
ほ
ど
経
っ
た
一
九
一
七
年
一
月
六
日
に
仲
小
路
に
対
し
﹁
商
務
省
﹂
の
設
置
を
提
案
し
︑
さ
ら
に
二
日
後
に
は
元
老
松
方
正
義
へ
も
同
様
の

建
言
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
帰
国
後
水
産
局
長
に
就
任
し
て
い
た
鶴
見
と
も
こ
の
件
を
打
ち
合
わ
せ
た
上
で
︑
最
終
的
に
は
四
月
一
五
日
に
寺
内

内
閣
の
閣
僚
に
正
式
に
意
見
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
る㊹
︒

こ
の
意
見
書
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
欧
州
各
国
は
大
戦
中
及
び
戦
後
の
商
工
行
政
の
重
要
性
を
認
識
し
︑
そ
の
担
当
官
庁

と
し
て
商
務
省
を
新
設
し
て
い
る
が
︑
日
本
で
は
こ
れ
に
相
当
す
る
機
関
は
農
商
務
省
商
工
局
一
局
の
み
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
本
の
大
戦
中

の
貿
易
の
拡
大
と
︑
大
戦
の
結
果
世
界
の
商
工
業
が
大
き
く
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
機
関
は
日
本
に
と
っ
て
各

国
以
上
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
際
各
省
に
分
離
し
て
い
る
商
工
行
政
機
関
を
一
元
化
し
︑
人
材
登
用
を
活
性
化
︑
商
工

業
機
関
と
の
連
絡
を
密
に
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る㊺
︒

こ
こ
で
直
接
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
農
商
務
省
商
工
局
の
分
離
・
拡
大
独
立
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
本
意
見
書
と
一
緒
に
残
さ
れ
て

い
る
メ
モ
か
ら
は
︑
そ
の
内
部
局
と
し
て
工
務
・
軍
需
・
労
働
・
特
許
の
各
局
に
加
え
て
貿
易
局
の
設
置
も
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り㊻
︑

最
終
的
に
は
産
業
に
加
え
海
外
貿
易
に
関
す
る
幅
広
い
分
野
を
管
轄
す
る
機
関
が
構
想
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
阪
谷
は
会
議
前
か
ら
経

済
諮
問
機
関
の
必
要
性
を
唱
え
︑
そ
れ
は
経
済
調
査
会
の
発
足
と
し
て
実
現
し
て
い
た
が
︑
会
議
の
経
験
に
よ
っ
て
そ
れ
の
み
で
は
不
十
分
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
︒
ま
た
︑
先
の
枢
密
院
審
議
に
お
い
て
︑
伊
東
か
ら
︑
経
済
会
議
の
よ
う
に
外
交
と
経
済
の
両
分
野
に
ま
た

が
る
国
際
問
題
に
対
処
す
る
際
︑
そ
の
主
管
官
庁
は
ど
こ
に
な
る
の
か
︑
と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
問
題
に

対
す
る
一
つ
の
解
答
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
通
商
貿
易
及
び
産
業
機
構
の
統
一
と
い
う
問
題
は
明
治
初
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
至
る

ま
で
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
課
題
で
あ
っ
た
が㊼
︑
経
済
会
議
と
い
う
経
験
を
へ
て
︑
農
商
務
官
僚
を
巻
き
込
ん
だ
具
体
的
な
政
策
提
言
と
し
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て
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
阪
谷
の
こ
の
よ
う
な
意
見
は
政
府
に
よ
っ
て
即
座
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ま
ず
連
合
国
協
調
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
言
え
ば
︑
一
九
一
七
年
二
月
に
第
二
特
務
艦
隊
が
地
中
海
に
派
遣
さ
れ
た
以
外
に
は
目
立
っ
た
措
置
は
な
か
っ
た
︒
四
月
一
九
日
に
阪
谷

は
本
野
と
会
見
す
る
が
︑
日
本
軍
の
欧
州
派
兵
の
必
要
性
を
説
く
阪
谷
に
対
し
︑
本
野
は
政
府
・
陸
海
軍
と
も
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
︑

二
人
は
﹁
互
イ
ニ
日
本
人
カ
国
際
事
情
ニ
通
シ
ス
日
本
ノ
地
位
ヲ
欧
米
諸
国
ニ
認
識
サ
セ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
ヲ
嘆
息
﹂
し
た㊽
︒
連
合
国
へ
の
協
力
を

一
層
強
化
す
る
こ
と
へ
の
閣
内
合
意
を
と
り
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
︒

商
務
省
設
置
に
つ
い
て
も
︑
こ
の
時
点
で
は
実
際
の
政
治
日
程
に
の
ぼ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
七
月
八
日
に
貴
族
院
予
算
委
員
会
の
場
で
阪

谷
が
こ
の
問
題
を
仲
小
路
に
改
め
て
提
起
し
た
際
︑
仲
小
路
も
現
在
検
討
中
で
あ
り
︑
本
年
の
通
常
議
会
に
お
い
て
そ
の
計
画
を
明
ら
か
に
し

た
い
と
答
え
て
い
た
も
の
の㊾
︑
実
際
に
は
こ
の
答
弁
以
上
の
か
た
ち
で
︑
機
構
の
整
理
・
新
設
が
検
討
さ
れ
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ

る
︒こ

こ
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
阪
谷
の
政
策
論
は
︑
各
論
と
し
て
は
閣
僚
の
一
部
に
共
有
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
阪
谷
の
政
策
の
根
底
に

あ
る
自
由
貿
易
の
先
行
き
へ
の
危
機
意
識
も
︑
一
見
す
る
と
寺
内
内
閣
の
姿
勢
と
か
な
り
の
程
度
重
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
︒
寺
内
自
身
は

﹁
自
給
自
足
﹂
経
済
の
必
要
性
を
し
き
り
に
唱
え
て
お
り㊿
︑
ま
た
一
部
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
︑
同
内
閣
の
政
策
は
統
制
色
の
強
い
も
の
で
あ
り
︑

各
国
の
自
由
貿
易
を
担
保
し
た
は
ず
の
決
議
の
内
容
に
反
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
たy
︒

し
か
し
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
と
︑
決
議
そ
の
も
の
を
直
ち
に
関
税
同
盟
形
成
に
繫
が
る
も
の
と
は
見
な
し
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
︑
寺

内
内
閣
の
考
え
は
︑
先
に
確
認
し
た
一
般
的
な
見
方
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
示
唆
的
で
あ
る
の
が
︑
寺

内
内
閣
に
お
い
て
決
議
承
認
に
関
す
る
日
本
の
利
害
を
検
討
す
る
際
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
﹁
聯
合
国
経
済
会
議
決
議
承
認
ノ
件
﹂
な
る

文
書z
で
あ
る
︒
本
文
書
は
︑
決
議
と
日
本
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
現
状
︑
ド
イ
ツ
の
経
済
勢
力
を
一
掃
す
る
こ
と
に
協
力
す

る
こ
と
は
︑
い
た
ず
ら
に
イ
ギ
リ
ス
を
利
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
︑
む
し
ろ
英
独
を
互
い
に
競
争
さ
せ
る
方
が
日
本
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
と
い
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う
者
も
あ
る
が
︑
か
か
る
政
策
を
行
う
だ
け
の
実
力
は
我
国
に
は
な
く
︑
英
独
い
ず
れ
に
も
与
し
な
い
曖
昧
な
態
度
は
却
っ
て
日
本
を
孤
立
に

追
い
込
ん
で
し
ま
う
︒
さ
ら
に
経
済
的
利
害
を
考
え
て
み
れ
ば
︑
英
露
仏
の
貿
易
相
手
国
と
し
て
の
重
要
性
は
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
り
︑

さ
ら
に
東
南
洋
及
び
北
米
の
植
民
地
と
の
貿
易
は
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
決
議
に
加
わ
ら
ず
に
連
合
国
植
民
地
か
ら

﹁
通
商
上
特
殊
ノ
利
益
﹂
を
剝
奪
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
大
損
害
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑﹁
今
日
ハ
飽
ク
迄
モ
聯
合
国
側
ト
歩
調
ヲ
一

ニ
シ
テ
若
干
ノ
不
利
益
ハ
之
ヲ
忍
フ
モ
出
来
得
ル
限
リ
誠
意
ヲ
表
シ
テ
之
ヲ
援
助
シ
将
来
平
和
談
判
ニ
於
テ
相
当
ノ
権
限
ヲ
得
︑
且
通
商
貿
易

上
ノ
利
益
ヲ
維
持
ス
ル
ノ
途
ニ
出
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
﹂
と
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
見
ら
れ
る
日
本
の
通
商
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
は
決
議
の
承

認
が
不
可
欠
と
い
う
認
識
か
ら
は
︑
連
合
国
へ
の
協
力
の
実
績
を
挙
げ
る
べ
き
と
い
う
本
野
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
発
想
と
と
も
に
︑
決
議
自

体
は
対
独
経
済
封
鎖
の
内
容
を
超
え
て
︑
連
合
各
国
と
の
通
商
関
係
に
ま
で
制
約
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
看
取
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
決
議
の
承
認
自
体
は
不
可
避
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
︑
本
来
は
連
合
国
へ
の
協
調
の
程
度
と
い
う
点
に
関
し
て
は
︑

ほ
ぼ
意
見
を
真
逆
に
し
て
い
た
本
野
と
仲
小
路
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
閣
僚
が
特
に
衝
突
を
す
る
こ
と
も
な
く
︑
寺
内
内
閣
が
決
議
に
ス
ム
ー

ス
に
賛
意
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
背
景
も
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
状
況
の
切
迫
性
に
関
し
て
の
認
識
に
つ
い
て
見
れ
ば
︑
本
国
の
寺
内
内
閣
と
︑
現
地
を
経
験
し
た
阪
谷
ら
と
の
間
で
は
︑
な

お
温
度
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
か
か
る
差
異
は
︑
政
策
実
行
へ
の
意
欲
と
い
う
点
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

①

一
九
一
六
年
六
月
一
日
付
石
井
宛
井
上
︵
阪
谷
︶
電
報
︑
﹃
外
文
﹄
五

三
︑

二
五
四
～
二
五
六
頁
︒

②

同
六
月
一
二
日
付
石
井
宛
松
井
︵
阪
谷
︶
電
報
︑
同
右
︑
二
五
六
～
二
五
八
頁
︒

③

同
六
月
一
三
日
付
石
井
宛
松
井
︵
阪
谷
︶
電
報
︑
同
右
︑
二
五
八
～
二
五
九
頁
︒

④

同
六
月
一
五
日
付
松
井
︵
阪
谷
︶
宛
石
井
電
報
︑
同
右
︑
二
五
九
～
二
六
〇
頁
︒

イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
は
︑
二
～
四
月
に
か
け
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
毛
製
品
な
ど

の
輸
入
禁
止
︑
鉄
鋼
材
な
ど
の
輸
出
禁
止
の
解
除
が
そ
れ
ぞ
れ
求
め
ら
れ
た
︒

⑤

同
六
月
一
八
日
付
石
井
宛
松
井
︵
阪
谷
︶
電
報
︑
同
右
︑
二
六
九
～
二
七
七
頁
︒

⑥

秋
富
前
掲
論
文
︒
R
othw
ell,
op.
cit,
p.269.

⑦

一
九
一
六
年
八
月
三
一
日
付
石
井
宛
松
井
︵
阪
谷
︶
公
信
︑﹃
外
文
﹄
五

三
︑

二
九
五
～
三
一
九
頁
︒

⑧

同
六
月
一
八
日
付
石
井
宛
松
井
︵
阪
谷
︶
電
報
︑
同
右
︑
二
六
八
～
二
六
九
頁
︒

66 (610)



⑨

同
右
︒

⑩

﹁
日
記
﹂
︵
﹁
阪
谷
文
書
﹂
六
八
八
～
六
九
〇
︑
以
後
﹁
阪
谷
日
記
﹂
と
表
記
︶

同
七
月
四
日
条
︒

⑪

﹁
阪
谷
日
記
﹂
同
八
月
三
〇
日
条
︒

⑫

同
六
月
二
二
日
付
石
井
宛
松
井
︵
阪
谷
︶
電
報
︑
﹃
外
文
﹄
五

三
︑
二
七
七

～
二
七
九
頁
︒

⑬

前
掲
注
③
︒

⑭

一
九
一
六
年
七
月
一
日
付
石
井
宛
山
崎
公
信
︑
﹁
欧
州
戦
争
ノ
経
済
貿
易
ニ
及

ホ
ス
影
響
報
告
雑
件
／
中
立
国
及
交
戦
国
ノ
戦
時
経
済
政
策
調
査
第
三
巻
﹂﹁
外

務
省
記
録
﹂
三

四

二

五
〇

一
八
︒
た
だ
し
山
崎
も
直
ち
に
関
税
改
革
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
留
保
を
つ
け
て
い
た
︒

⑮

B
unselm
eyer,
op.
cit.,
pp.38-47.
前
掲
﹃
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
の

帝
国
Ⅱ
﹄
三
八
～
四
四
頁
︒

⑯

﹁
戦
後
の
経
済
同
盟
﹂
︵
社
説
︶
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
一
六
年
六
月
一
五
日

付
︑
﹁
英
国
の
特
恵
関
税
案
﹂
︵
社
説
︶
同
右
︑
六
月
一
七
日
付
︒

⑰

﹁
経
済
同
盟
会
議
﹂
︵
社
説
︶
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
同
六
月
二
三
日
付
︑﹁
巴
里

の
経
済
会
議
﹂
︵
社
説
︶
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
同
六
月
二
一
日
付
︑
﹁
形
式
に
了
り

し
聯
合
経
済
会
議
﹂
︵
社
説
︶
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
同
六
月
二
三
日
付
︑﹁
與
国
の

結
束
﹂
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
同
六
月
二
五
日
付
︒

⑱

﹁
経
済
会
議
の
効
果
﹂
︵
社
説
︶
﹃
時
事
新
報
﹄
同
六
月
二
〇
日
付
︑﹁
巴
里
経

済
会
議
﹂
﹃
国
民
新
聞
﹄
同
六
月
二
一
日
付
︑
﹁
聯
合
経
済
会
議
﹂
︵
社
説
︶﹃
大
阪

毎
日
新
聞
﹄
同
六
月
一
八
日
付
︑
﹁
経
済
会
議
結
果
﹂
︵
社
説
︶
﹃
読
売
新
聞
﹄
同

六
月
二
三
日
付
︑
﹁
聯
合
経
済
会
議
決
議
﹂
︵
社
説
︶
﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄
同
六
月

二
四
日
付
︒

⑲

﹁
聯
合
国
経
済
会
議
決
議
ニ
対
ス
ル
建
議
書
写
ノ
件
﹂
前
掲
﹁
関
係
書
類
一
﹂︒

⑳

中
野
は
後
に
︑
本
会
議
の
眼
目
は
連
合
国
間
の
経
済
関
係
を
密
接
に
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
と
演
説
し
て
い
る
︵
中
野
﹁
聯
合
国
経
済
同
盟
決
議
に
就
て
﹂﹃
東
京

商
業
会
議
所
月
報
﹄
第
九
巻
第
一
一
号
︵
一
九
一
六
年
一
一
月
二
五
日
︶︶
︒

㉑

こ
の
事
実
自
体
は
︑
前
掲
原
田
論
文
も
指
摘
し
て
い
る
が
︑
そ
の
意
味
に
つ
い

て
特
に
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

㉒

一
九
一
六
年
七
月
五
日
付
石
井
宛
松
井
︵
阪
谷
︶
電
報
﹃
外
文
﹄
五

三
︑
二

八
二
～
二
八
三
頁
︒

㉓

﹁
経
済
会
議
決
議
ニ
対
ス
ル
各
国
ノ
態
度
﹂﹁
各
種
調
査
会
委
員
会
文
書
・
聯

合
国
経
済
会
議
書
類
・
三
関
係
書
類
三
﹂
委
00140100︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︑

﹁
関
係
書
類
三
﹂
と
略
す
︶︒
た
だ
し
︑
ロ
シ
ア
は
決
議
の
批
准
の
条
件
を
巡
っ

て
英
仏
と
交
渉
し
て
い
た
︵
前
掲
伊
藤
論
文
︶︒

㉔

一
九
一
六
年
八
月
三
日
付
幣
原
宛
江
木
公
信
︑
前
掲
﹁
関
係
書
類
一
﹂︒

㉕

﹁
大
隈
首
相
演
説
﹂﹁
石
井
外
相
演
説
﹂﹃
東
京
商
業
会
議
所
月
報
﹄
第
九
巻
第

八
号
︵
同
八
月
二
五
日
︶︒

㉖

大
隈
系
の
﹃
報
知
新
聞
﹄
が
︑
会
議
終
了
直
後
に
主
要
紙
で
は
ほ
ぼ
唯
一
︑
決

議
は
将
来
的
な
関
税
同
盟
の
形
成
に
つ
な
が
る
と
の
社
説
を
掲
載
し
て
い
た
こ
と

も
示
唆
的
で
あ
る
︵﹁
経
済
会
議
の
結
果
﹂
同
六
月
二
一
日
付
︶︒

㉗

﹁
商
戦
の
準
備
﹂︵
社
説
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
同
一
一
月
一
六
日
付
︒
な
お
︑

同
社
説
も
決
議
承
認
に
あ
た
っ
て
の
最
大
の
論
点
は
︑
日
本
と
英
帝
国
と
の
自
由

貿
易
が
担
保
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
︒

㉘

同
一
一
月
二
二
日
付
各
省
次
官
宛
児
玉
秀
雄
内
閣
書
記
官
長
公
信
︑
前
掲
﹁
関

係
書
類
一
﹂︒

㉙

﹁
聯
合
経
済
会
議
決
議
ノ
承
認
ヲ
ナ
ス
ニ
ハ
枢
密
院
ノ
御
諮
詢
ヲ
経
ヘ
キ
コ
ト

ヲ
相
当
ト
ス
ヤ
否
ヤ
疑
義
ノ
件
﹂
前
掲
﹁
関
係
書
類
一
﹂︒

㉚

﹁
聯
合
国
経
済
会
議
ノ
決
議
承
認
ニ
関
ス
ル
件
﹂︵
枢
密
院
文
書
︶
前
掲
﹃
資

料
集
﹄
一
七
六
～
二
〇
三
頁
︒
以
下
言
及
す
る
枢
密
院
審
議
の
内
容
は
︑
本
史
料

に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

㉛

前
掲
森
川
﹁
一
九
一
六
年
の
イ
ギ
リ
ス
輸
出
入
禁
止
政
策
と
日
本
外
交
﹂
は
政

府
・
外
務
省
は
実
業
界
の
突
き
上
げ
に
よ
っ
て
連
合
国
協
調
よ
り
も
自
国
の
通
商
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利
益
の
擁
護
に
傾
い
た
と
す
る
が
︑
本
稿
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
少
な
く
と
も
外

交
方
針
と
い
う
次
元
に
お
い
て
は
︑
外
相
自
身
の
状
況
認
識
を
も
と
に
連
合
国
協

調
の
度
合
い
が
強
め
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
確

か
に
イ
ギ
リ
ス
本
国
へ
の
禁
輸
解
除
の
要
請
は
続
け
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
後
に
示

す
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
に
は
寺
内
内
閣
に
お
い
て
日
本
貿
易
に
と
っ
て
よ
り
重
要

な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
連
合
国
植
民
地
と
の
通
商
利
益
を
守
る
た
め
に
は
︑
連
合

国
へ
の
協
力
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
同
内
閣
は
外
交
政
策
全
般
に
お
い

て
必
ず
し
も
通
商
利
益
の
擁
護
を
重
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
例
え
ば
︑
連

合
国
も
要
望
し
て
い
た
中
国
の
参
戦
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
代
償
と
し
て
︑
実
業

界
の
批
判
を
覚
悟
の
上
で
中
国
側
の
関
税
引
き
上
げ
に
同
意
し
て
い
る
の
で
あ
る

︵
山
本
四
郎
編
﹃
寺
内
正
毅
日
記
﹄
︵
京
都
女
子
大
学
︑
一
九
八
〇
年
︶︑
一
九
一

七
年
四
月
二
〇
日
条
な
ど
参
照
︶
︒

㉜

﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
一
六
年
六
月
二
四
日
付
︒

㉝

仲
小
路
﹁
興
隆
か
然
ら
ず
ん
ば
滅
亡
﹂
﹃
新
日
本
﹄
第
六
巻
第
四
号
︵
同
四
月

一
日
︶
︒

㉞

﹁
政
務
重
要
問
題
﹂
︵
仲
小
路
談
︶
﹃
報
知
新
聞
﹄
同
一
〇
月
一
六
日
付
︒

㉟

﹁
阪
谷
文
書
﹂
五
八
七
︑
﹃
資
料
集
﹄
一
四
一
～
一
四
二
頁
︒

㊱

一
九
一
六
年
一
二
月
二
一
日
付
寺
内
宛
仲
小
路
書
簡
﹁
寺
内
文
書
﹂
二
〇
一

一
三
︒
仲
小
路
が
こ
の
構
想
を
持
つ
に
至
っ
た
き
っ
か
け
は
︑
一
九
一
〇
年
の
欧

米
訪
問
の
際
に
各
国
の
産
業
力
向
上
に
向
け
た
努
力
を
見
学
し
た
こ
と
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
︵
仲
小
路
宣
・
仲
小
路
彰
編
﹃
仲
小
路
廉
集
﹄
上
︵
靄
軒
会
︑

一
九
二
四
年
︶
︑
一
〇
九
～
一
二
六
頁
︶
︒

㊲

﹃
外
文
﹄
五

三
︑
三
二
五
頁
︒

㊳

一
九
一
七
年
二
月
四
日
付
有
松
英
義
宛
仲
小
路
書
簡
﹁
有
松
英
義
関
係
文
書
﹂

︵
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
︶
一
八
〇
︒

㊴

産
業
政
策
史
研
究
所
編
集
・
発
行
﹃
商
工
行
政
史
談
会
速
記
録
﹄
第
一
分
冊

︵
一
九
七
五
年
︶︑
一
九
頁
︑
副
島
千
八
談
︒

㊵

﹁︹
仲
小
路
は
︺
今
ま
で
の
農
商
務
省
の
働
き
を
建
て
直
す
の
だ
︑
臨
時
産
業

調
査
局
と
い
う
も
の
は
非
常
な
確
信
を
も
っ
て
や
っ
て
い
く
︑
こ
れ
に
反
対
す
る

者
は
だ
れ
で
も
罷
免
す
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
言
わ
れ
た
﹂︵
同
右
︑
一

九
頁
︑
副
島
談
︶︑﹁
人
員
な
ん
か
農
商
務
省
の
本
省
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
く
ら
い

で
す
﹂︵
同
右
︑
二
一
頁
︑
副
島
談
︶︒

㊶

﹁
阪
谷
日
記
﹂
の
各
条
︒

㊷

阪
谷
﹁
欧
米
視
察
談
﹂﹃
東
京
商
業
会
議
所
月
報
﹄
第
九
巻
一
二
号
︵
一
九
一

六
年
一
二
月
二
五
日
︶︑﹁
戦
時
の
欧
洲
を
視
察
し
て
﹂︵
上
︶︵
下
︶﹃
斯
民
﹄
第

一
二
巻
第
四
号
︵
一
九
一
七
年
七
月
一
日
︶・
第
五
号
︵
同
八
月
一
日
︶
︒

㊸

鶴
見
﹁
戦
時
の
欧
州
列
強
﹂﹃
斯
民
﹄
第
一
一
巻
一
〇
号
︵
同
一
月
一
日
︶
︑

﹁
戦
後
準
備
と
水
産
業
﹂
同
右
︑
第
一
二
巻
第
四
号
︒

㊹

﹁
阪
谷
日
記
﹂
の
各
条
︑﹁
商
務
省
設
置
の
件
﹂﹁
阪
谷
文
書
﹂
五
九
四
所
収
︒

七
月
二
四
日
に
は
東
商
会
頭
の
藤
山
雷
太
と
も
会
談
し
て
い
る
︒

㊺

﹁
商
務
省
設
置
の
建
議
﹂﹁
阪
谷
文
書
﹂
五
九
四
所
収
︒

㊻

﹁
阪
谷
文
書
﹂
五
九
四
所
収
︒

㊼

籠
谷
直
人
﹃
ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序
と
近
代
日
本
﹄︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑

二
〇
〇
〇
年
︶
二
六
～
三
〇
頁
︒

㊽

﹁
阪
谷
日
記
﹂
一
九
一
七
年
四
月
一
九
日
条
︒

㊾

前
掲
﹃
帝
国
議
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ム
﹄︒

㊿

﹁
実
業
家
招
待
席
上
寺
内
首
相
演
説
﹂︵
一
九
一
六
年
一
二
月
︶
山
本
四
郎
編

﹃
寺
内
正
毅
内
閣
関
係
史
料
﹄
上
︵
京
都
女
子
大
学
︑
一
九
八
五
年
︶
二
八
四
～

二
八
六
頁
な
ど
︒

y

例
え
ば
﹁
敵
国
の
通
商
禁
止
﹂﹃
東
京
経
済
雑
誌
﹄
第
一
八
八
四
号
︵
一
九
一

六
年
一
二
月
三
〇
日
︶︑﹁
聯
合
国
経
済
会
議
決
議
の
承
認
﹂
同
右
︑
第
一
八
八
五

号
︵
一
九
一
七
年
一
月
一
三
日
︶︑
堀
江
帰
一
﹁
経
済
生
活
独
立
論
﹂︵
下
︶﹃
東

京
日
日
新
聞
﹄
同
四
月
八
日
付
︒

68 (612)



z

前
掲
﹁
関
係
書
類
三
﹂
所
収
︒

お

わ

り

に

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
︑
経
済
会
議
の
開
催
は
︑
大
戦
の
長
期
化
の
中
で
生
じ
て
き
た
貿
易
統
制
や
連
合
国
と
の
通
商
関
係
に
関
す
る
問

題
を
︑
こ
れ
ま
で
自
由
貿
易
の
拡
大
を
目
指
し
て
き
た
日
本
に
再
考
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
︒
最
後
に
本
稿
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
︑

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
論
点
が
︑
大
戦
後
へ
の
見
通
し
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
く
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
︒

経
済
会
議
開
催
の
通
知
を
受
け
た
大
隈
内
閣
及
び
石
井
外
相
は
︑
参
加
の
意
思
を
表
明
し
つ
つ
も
︑
経
済
面
で
の
連
合
国
へ
の
協
力
は
で
き

る
だ
け
名
目
的
な
も
の
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
︒
石
井
ら
は
︑
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
折
衝
に
よ
り
︑
同
国
は
あ
く
ま
で
自
由
貿
易
の
堅

持
を
意
図
し
て
い
る
と
の
見
通
し
を
得
て
お
り
︑
会
議
に
よ
っ
て
各
国
の
通
商
政
策
が
大
き
な
制
約
を
受
け
た
り
︑
日
本
が
懸
念
し
て
い
た
連

合
国
植
民
地
と
の
貿
易
が
制
限
さ
れ
る
事
態
に
は
な
り
得
な
い
と
の
観
測
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
石
井
外
相
ら
は
こ
の
よ
う
な
楽
観
的

な
見
通
し
の
も
と
︑
会
議
を
大
戦
後
に
か
け
て
の
国
際
経
済
を
規
定
す
る
場
と
い
う
よ
り
も
︑
連
合
国
植
民
地
の
通
商
条
約
加
入
問
題
な
ど
︑

大
戦
初
期
以
来
の
日
本
の
通
商
案
件
を
交
渉
す
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
︑
こ
れ
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
会
議
に
出
席
し
た
委
員
か
ら

届
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
情
報
は
事
前
の
予
想
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
︑
同
内
閣
は
決
議
に
明
確
な
態
度
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
大
隈
内
閣
の
後
を
承
け
会
議
の
事
後
処
理
に
当
た
っ
た
寺
内
内
閣
は
︑
外
交
姿
勢
と
国
内
措
置
の
両
面
に
お
い
て
決
議
を

受
け
た
措
置
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
っ
た
︒
本
野
外
相
は
日
本
の
中
国
権
益
を
確
保
す
る
た
め
に
は
連
合
国
支
援
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
大
戦

初
期
以
来
の
持
論
か
ら
︑
決
議
に
関
し
て
も
明
確
な
賛
意
を
表
明
し
た
︒
さ
ら
に
仲
小
路
ら
同
内
閣
の
経
済
関
係
の
閣
僚
は
決
議
に
よ
っ
て
日

本
の
貿
易
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
は
反
対
し
て
い
た
が
︑
決
議
を
契
機
と
し
て
国
内
の
経
済
機
関
の
整
理
・
統
一
を
行
う
と
い
う
か
ね
て

か
ら
の
宿
願
を
果
た
す
こ
と
を
目
指
し
︑
臨
時
産
業
調
査
局
の
設
置
な
ど
を
実
現
さ
せ
た
︒
寺
内
内
閣
の
閣
員
は
︑
経
済
会
議
を
以
前
か
ら
の

連合国経済会議（一九一六年）と日本（藤井）
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政
策
構
想
を
実
現
さ
せ
る
機
会
と
し
て
捉
え
て
お
り
︑
そ
の
こ
と
が
決
議
へ
の
速
や
か
な
対
応
を
可
能
に
し
た
の
だ
っ
た
︒

さ
ら
に
会
議
に
直
接
参
加
し
た
阪
谷
芳
郎
ら
は
︑
会
議
で
の
経
験
や
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
体
験
を
通
じ
て
︑
連
合
国
の
交
戦
意
欲
の

高
さ
や
関
税
改
革
論
者
の
予
想
外
の
台
頭
に
衝
撃
を
受
け
︑
大
戦
後
に
か
け
て
連
合
国
の
経
済
政
策
が
実
際
に
ブ
ロ
ッ
ク
圏
の
形
成
に
向
か
う

の
は
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
︑
連
合
国
へ
の
軍
事
支
援
や
産
業
・
通
商
関

係
機
構
を
統
一
し
た
﹁
商
務
省
﹂
の
創
設
な
ど
の
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
策
を
主
張
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
会

議
に
関
す
る
状
況
認
識
の
差
は
︑
日
本
が
と
る
べ
き
政
策
構
想
の
違
い
と
し
て
表
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
の
時
点
に
あ
っ
て
は
︑
欧
州
の
現
地
を
経
験
し
た
彼
の
献
策
は
︑
広
く
政
策
形
成
者
一
般
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
大
戦
の
展
開
に
つ
れ
て
︑
阪
谷
の
政
策
論
と
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
危
機
意
識
は
︑
次
第
に
日
本
国
内
で
も
共

有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
イ
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
は
経
済
会
議
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
バ
ル
フ
ォ
ア
委
員
会
が
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
内
閣
に
特
恵

関
税
の
導
入
を
建
議
し
た
と
の
情
報
が
伝
え
ら
れ①
︑
並
行
し
て
一
時
は
好
転
し
た
か
に
見
え
た
イ
ギ
リ
ス
自
治
領
の
通
商
条
約
加
入
交
渉
も
そ

の
後
再
び
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た②
︒
一
九
一
七
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
し
︑
八
月
に
鉄
禁
輸
が
行
わ
れ
る
と
︑
自
由
貿
易
の
危
機
は
国
内
で

改
め
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た③
︒

そ
し
て
大
戦
が
終
了
し
︑
そ
の
戦
後
経
営
が
よ
り
切
実
な
課
題
と
な
る
と
︑
本
稿
後
半
で
確
認
し
た
政
策
構
想
が
改
め
て
政
治
過
程
上
に
浮

上
す
る
こ
と
に
な
る
︒
一
九
一
九
年
三
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
欧
米
を
歴
訪
し
た
後
藤
新
平
は
︑
そ
の
経
験
を
も
と
に
自
身
の
従
来
の
主
張

を
さ
ら
に
練
り
上
げ
︑
戦
後
の
商
戦
の
激
化
に
対
応
す
る
た
め
の
産
業
調
査
機
関
と
し
て
の
﹁
大
調
査
機
関
﹂
設
置
を
主
張
す
る④
︒
こ
れ
に
対

し
て
原
敬
首
相
・
高
橋
是
清
蔵
相
ら
は
調
査
機
関
の
設
置
そ
の
も
の
に
は
予
算
面
か
ら
難
色
を
示
す
が
︑
後
藤
の
問
題
意
識
は
理
解
し
︑
農
商

務
省
の
分
離
・
商
工
省
の
新
設
を
必
要
な
政
策
課
題
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
る⑤
︒
す
な
わ
ち
︑
阪
谷
が
会
議
を
機
に
得
た
モ
チ
ー
フ
は
︑

政
策
決
定
の
中
枢
に
い
た
人
物
に
も
共
有
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
そ
の
政
策
構
想
と
同
様
の
課
題
が
︑
戦
後
経
営
の
一
環
と
し
て
実
際
に
展
開

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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①

一
九
一
七
年
二
月
二
八
日
付
本
野
宛
珍
田
捨
巳
駐
英
大
使
公
信
︵
接
受
は
五
月

七
日
︶
﹁
欧
州
戦
争
ノ
経
済
貿
易
ニ
及
ホ
ス
影
響
報
告
雑
件
／
中
立
国
及
交
戦
国

ノ
戦
時
経
済
政
策
調
査
／
英
帝
国
会
議
﹂
﹁
外
務
省
記
録
﹂
三

四

二

五
〇

一
八

一
︒
こ
の
報
告
書
は
一
九
一
八
年
七
月
に
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
内
閣
に

よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
︒

②

一
九
一
七
年
七
月
一
七
日
付
本
野
宛
清
水
公
信
︵
接
受
は
八
月
一
三
日
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struggling to realize these concepts. Moreover, against serious problems

caused by laissez-faire economic policy, people began to consider what a new

economy or society should be and discussed actively capitalism and

socialism. It was these social trends that the various actors involved in the

co-operative movement utilized and manipulated for their own purposes. The

reason the movement spread widely during the Victorian era was that this

popular language attracted people to the co-operatives and linked these same

people together.

The Economic Conference of the Allies (1916) and Japan

by

FUJII Takashi

In June 1916, the leaders of eight allied countries assembled in Paris for a

conference known as the Economic Conference of the Allies with the aim of

debating the problem of regulating international trade and commerce during

and after the period of the First World War. This article examines the

foundation of Japanʼ s policy toward the conference and clarifies Japanʼ s

recognition and reaction to the problems precipated by the war and a

portion of their later influence.

The Ōkuma Shigenobu cabinet, which had received notice of the opening

of the conference, made known its intention to participate, but Foreign

Minister Ishii Kikujirō only feigned interest in cooperating with the allies

because he wished to limit damage to Japanʼs commercial interests as much

as possible. The cabinet held the view that the situation most feared by

Japan, in short, that the conference would restrict free trade to the alliesʼ

colonial possessions, would not occur because of the firm stance of the

British in favor of free trade. Given this understanding, the cabinet saw the

conference as a place for solving the economic problems during the first

stage after the war such as concluding commercial treaties with the alliesʼ

colonies rather than as a place for debating the future of world commerce,

and it proceeded on this course.

In contrast, the Terauchi Masatake cabinet that dealt with the aftermath

of the conference positively supported the decisions and related provisions
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under a policy that was different from that of the previous cabinet. Foreign

Minister Motono Ichirō, who had seen furthering cooperation with the allies

to insure Japanʼs economic interests from the start of the world war as

indispensable, openly declared his full agreement on the resolution that

clearly stated stance in opposition to the allies and broke off trade relations

with enemy powers. Furthermore, ministers charged with economic affairs

led by Minister of Agriculture and Commerce Nakashōji Ren reacted against

the imposition of restrictions on Japanʼs trade activities by the conference,

but as his own personal idea was to implement the establishment of

economic institutions to strengthen the industrial base, on this occasion he

recognized the resolution of the conference and later instituted a special

Industrial Research Bureau. In this way, the Japanese government

established means to deal with the conference in both diplomatic and

economic spheres.

Moreover, Sakatani Yoshirō and others who traveled to Paris as

representatives of Japan were shocked by the heights of the alliesʼ

belligerency and the political rise of those who called for tariff reforms

through their experiences at the conference and afterward, and they came to

realize that it was inevitable that the post-war economy would evolve into

trading blocs. He thought that in order for Japan to react to these

circumstances, it must both strengthen its support of the allies, including

military cooperation, but also he began to extol the necessity of establishing

a Ministry of Commerce that would comprehensively lead other related

agencies in order to strengthened the countryʼs commercial and industrial

base. The Japanese government was shaken by the Sakatani report that had

betrayed their expectations, but ultimately the resolution was not regarded

as a change in the free trade policy, and Sakataniʼ s policy was not

immediately implemented. However, consciousness of the problem that he

obtained at the conference came to be shared domestically throughout the

war due to the difficulty of entering into trade agreements with the colonial

possessions of the allies and the occurrence of the problem of the prohibition

of the iron ore trade. Then, in contrast to Sakataniʼs predictions, the actual

world economy in the 1920s reverted to free trade, but the policy issue of

establishing a Ministry of Commerce continued to be investigated as part of

the post-war economy.
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