
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
｡
外
蒙
の
赤
化
は
,
-

赤
化
の
ル
ー
ト
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
り
,
ま
た
満
洲
へ
の
共
産
主
義
の
浸
透
基

易

な
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
即
ち
,
ソ
連
に
よ
る
外
業
の
赤
化
と
侵
奪
は
,
-

に
於
け
る
共
産
主
義
の
脅
威
を
急
速
に
高
め
た
の

で
あ
り
､
十
年
後
の
満
洲
事
変
に
至
る
大
き
な
道
を
開
い
た
も
の
と
云
つ
て
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
｡

ソ
連
の
外
棄

･
ク
リ
ヤ
ン
ハ
イ
侵
略
は
,

完

7
九
年
及
び

1
i<
二
〇
年
の
カ
ラ
ハ
ン
-

に
対
す
る
明
白
な
違
反
で
あ
り
,
露
骨

な
背
信
行
為
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
対
す
る
-

側
の
抗
議
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
｡
ソ
連
が
外
蒙
と
ク
リ
ヤ
ン
ハ
イ
地
方
へ
の
侵

入
を
開
始
し
た
の
が
'
第
二
次
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
の
翌
年
で
あ
っ
た
と
云
ふ
事
実
は
,
驚
-
べ
き
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
の
後
,
ソ
連

が
外
蒙

･
ク
リ
ヤ
ン
ハ
イ
の
内
政
掌
警

強
化
し
て
ゆ
-
時
期
は
,
支
那
国
民
党
に
対
し
て
ソ
連
が

｢
連
ソ
容
共
｣
を
働
き
か
け
て
ゆ

-
時
期
と
完
全
に

一
致
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ほ
ど
の
傍
若
無
人
-

信
と
破
廉
警

侵
略
の
例
を
,
極
東
の
歴
史
は
か
つ
て
知
る
こ

と
が
な

か
った
の
で
あ
る
｡
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無
力
だ
つ
た
華
府
会
諸

右
の
如
き
ソ
連
の
行
動
は
,
華
-

議
の
根
本
精
神
に
対
す
る
挑
戦
で
も
あ
っ
た
｡
何
と
な
れ
ば
,
若

に
於
て
結
ば
れ
た

｢
中
国

に
関
す
る
九
国
条
約
｣
第

1
粂
三
項
は

｢
扇

の
国
民
の
商
工
業
上
の
機
会
均
等
｣
を
う
た
ひ
,
同
四
項
は

｢嘉

に
於
け
る
情
警

利
用
｣
し
て
他
国
民
の
権
利
を
減
殺
す
べ
き
特
権
を
求
め
て
は
な
ら
ぬ
旨
を
明
記
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
は
,
成
程
,

華
府
会
議
参
加
国
で
は
な
い
｡
ま
た
,
外
蒙
古
と
-

と
は
違
ふ
と
云
ふ
か
も
し
れ
ぬ
｡
し
か
し
な
が
ら
,

妄

夏

代
初
期
の
混

乱
に
乗
じ
て
ソ
連
が
外
蒙

･
ク
リ
ヤ
ン
ハ
イ
に
侵
入
し
,
こ
の
地
域
を
赤
化
し
,
そ
の
門
戸
を
第
三
国
に
対
し
て
固
-
封
ぜ
し
め
た
行

為
は
'
華
窒

議
に
象
徴
さ
れ
る
固
腎

標
や
理
想
か
ら
の
全
き
部
即
で
あ
り
,
む
し
ろ
進
ん
で
,
そ
れ
ら
に
挑
戦
す
る
も
の
で
す
ら

あ
つ
た
｡

米
国
は
じ
め
革
質

諌
参
加
国
は
,
-

･
清
洲
に
於
け
る
日
本
の
特
権
を
剥
奪
し
･
日
本
の
大
陸
進
出
を
挫
折
せ
し
む
べ
-
雲

の
努
力
を
い
た
し
,
そ
れ
に
成
功
し
た
｡
だ
が
他
方
,
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
の
外
蒙

･
ク
リ
ヤ
ン
ハ
イ
侵
略
に
対
し
て
は
何
の
憂
慮
す
る

こ
と
も
な
く
,
ま
し
て
,
そ
れ
を
防
止
す
べ
-

一
指
を
も
動
か
す
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
後
年
'
極
東
の
歴
史
に
及
ぼ

し
た
由
々
し
き
結
果
を
想
っ
て
も
み
よ
｡
華
府
会
議
に
於
て
署
名
さ
れ
た
文
書
に
は
,
ア
ジ
ア
の
安
定
を
保
証
す
る
力
は
全
-
な
か
つ

た
の
で
あ
る
｡

後
の
満
洲
事
変
や
支
那
事
変
を
考
へ
る
と
き
,
そ
れ
よ
早

年
以
上
も
早
く

清
洲

･
北
支
に
隣
接
す
る
外
蒙
が
ソ
連
に
侵
奪
さ

れ
,
ソ
連
の
ア
ジ
ア
共
産
化
工
作
の
最
前
線
基
地
に
な
っ
て
ゐ
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

i1

軍
縮
,
門
戸
開
放
,
国
際
協
調
-

こ
れ
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
理
想
と
精
神
を
ソ
連
は
徹
底
的
に
無
視
し
'
踏
み
に
じ
り
つ
つ
あ

っ
た
の
だ
が
,
そ
の
重
大
さ
を
認
識
し
,
そ
の
恐
る
べ
き
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
独
り
日
本
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

第
三
節

｢
現
実
の
支
那
｣
の
暴
状

三
つ
の
政
府
を
も
つ
国

華
府
会
譲
は
支
那
の
主
権
と
独
立
の
尊
重
,
領
土
的
並
に
行
政
的
保
全
及
び
門
戸
開
放

･
機
会
均
等
を
九
国
条
約
と
云
ふ
成
文
を
以

て
約
し
合
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
大
き
な
狙
ひ
が
,
日
本
の
満
蒙

･
支
那
へ
の
進
出
を
撃
肘
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な

い
｡
華
府
会
議
主
催
国
の
米
国
は
,
こ
の
や
う
に
支
那
に
於
け
る
日
本
の
行
動
を
拘
束
し
て
お
-
な
ら
ば
'
支
那
は
速
や
か
に
近
代
的

な
主
権
国
家
へ
成
長
を
遂
げ
る
で
あ
ら
う
と
楽
観
的
な
予
測
を
立
て
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
だ
が
'
華
府
会
議
後
の
支
那
の
現
状
は
'
こ

の
や
う
な
希
望
的
観
測
を
見
事
に
裏
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡
米
国
は
,
｢
現
実
の
支
那
｣
で
は
な
く

｢
あ
る
べ
き
支
那
｣
を
想
定
し
て
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ゐ
た
｡
そ
の
幻
想
の
上
に
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
は
進
行
し
,
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
は
築
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
日
本
は
斯
か
る
楽
観

主
義
を
抱
か
ず
'
慧

た
日
で
嘉

の
現
実
を
見
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
,
結
局
は
,
理
想
主
義
を
菅

か
ざ
し
た
米
外
交
に
押
し
き
ら

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
で
は
､
華
-

議
後
の
-

の
政
情
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
｡
当
時
,
支
那
の
国
状
を
混
乱
不
統

妄

ら
し
め
た
要
因
と
し
て
は
二

つ
に
は
軍
閥
の
抗
争
を
,
又

1
つ
に
は
共
産
主
義
運
動
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ソ
連
の
支
那
に
対
す
る
接
近
は
'

完

元

年
及
び

完

二

〇
年
の
二
度
に
わ
た
る
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
を
以
て
始
っ
た
｡
辛
亥
革
命
か

ら
ほ
ぼ
十
年
経
ち
な
が
ら
,
革
命
後
の
統

一
成
ら
ず
,
軍
閥
抗
争
し
,
ま
た
五

･
四
運
動
以
来
犠
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
火
の
手
が

上
が
り
は
じ
め
た
支
那
こ
そ
は
,
共
産
主
義
の
絶
好
の
温
床
た
る
べ
き
地
域
で
あ
っ
た
｡
か
-
て

完

二

妄

七
月
に
は
中
国
共
産
党

の
結
成
を
見
た
の
で
あ
る
｡

毒

軍
閥
抗
争
も
激
し
く
'

7
i<
T
≡

年
男

に
は
所
謂
第

哀

奉
直
戦
が
行
な
は
れ
,
奉
天
派
の
張
作
森
が
直
隷
派
の
巌

李

に
敗
れ
て
満
洲

へ
退
い
た
｡
だ
が
'
敗
れ
た
張
作
霧
は
,
五
月
に
入
る
や
東
三
省
独
-

吉
を
発
し
,
支
那
は
こ
こ
に
､
事
実
上
三
つ

の
政
府

(北
京
'
広
東
'
奉
天
)
を
持
つ
-

に
立
ち
到
っ
た
の
で
あ
る
｡
支
那
の
主
権

･
翌

の
尊
重
,
領
土
的
行
政
的
保
全
を
高
ら

か
に
詣
ひ
こ
ん
だ
九
国
条
約
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
於
て
調
印
さ
れ
て
か
ら
三
カ
月
も
経
つ
か
経
た
ぬ
う
ち
に
･
嘉

に
は
早
-
も
三
つ
の

政
権
が
分
立
し
た
の
で
あ
っ
て
,
華
-

議
が
夢
み
た

｢
あ
る
､へ
き
-

｣
は
,
支
那
自
身
に
よ
っ
て
,
幻
想
た
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

ど
こ

た
わ
け
で
あ
る
｡
同
時
に
三
個
の
政
府
を
も
つ
国
が
算

の
何
処
に
あ
ら
う
｡
当
時
の
-

は
,
実
に
国
家
と
し
て
の
体
を
成
し
て
居

な
か
っ
た
と
云
ふ
他
な
い
の
で
あ
る
｡
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匪
賊
と
変
ら
ぬ
正
規
兵

当
時
'
支
那
の
暴
状
を
象
徴
す
る
や
う
な
,
外
国
人
に
対
す
る
土
匪
の
暴
行
事
件
が
-

し
た
.
そ
の
中
の

弓

臨
城
事
件
は
次

の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

し
人
ば

ほ
こう

完

二
三
年
五
月
,
津
浦
鉄
道
臨
城

(山
東
省
)
付
近
に
於
て
,
土
匪
の

一
部
が
浦
口
発
天
津
行
き
の
急
行
列
車
を
襲
撃
L
t
英
米

仏
伊
丁
墨
等
の
諸
外
国
人

(婦
人
小
児
と
も
)
二
十
余
名
ほ
か
旅
客
三
百
余
人
を
掠
致
'
近
-
の
山
塞
に
立
罷
り
'
支
那
政
府
に
対
し

しよう
ど
う

て
土
匪
団
の
正
規
軍
へ
の
改
編
策
を
要
求
､

一
時
世
界
の
耳
目
を
聾
動
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
支
那
政
府
は
'
同
匪
賊
団
中
'
銃
器
を

有
す
る
二
千
余
人
を
改
編
し
て
正
規
旅
団
と
し
匪
首
以
下
に
軍
職
を
与

へ
,
そ
の
他
の
匪
族
に
は
旅
費
を
給
L
t
且
つ
絶
対
に
討
伐
し

な
い
旨
の
保
障
ま
で
も
与

へ
て
人
質
全
員
を
解
放
せ
し
め
た
｡

こ
の
事
件
は
,
殊
に
支
那
在
留
の
外
国
人
に
大
き
な
衝
撃
を
与

へ
,
支
那
の
前
途
を
悲
観
L
t
支
那
に
関
す
る
九
国
条
約
の
取
消
し

等
の
極
論
が
唱

へ
ら
れ
,
北
京
外
交
団
に
あ
つ
て
も
列
国
に
よ
る
共
称
警
備
案
が
討
議
さ
れ
た
｡
し
か
し
日
本
は
'
こ
れ
が
支
那
に
対

す
る
国
際
監
政
,
ひ
い
て
は
分
割

へ
の
途
を
開
-
も
の
で
あ
る
と
し
て
強
-
反
対
し
'
そ
の
実
現
を
阻
ん
だ
が
'
事
件
処
理
を
め
ぐ
っ

て
示
さ
れ
た
列
国
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
精
神
を
軽
視
す
る
態
度
は
,
我
国
に
少
な
か
ら
ざ
る
疑
倶
の
念
を
抱
か
せ
た
と
云
ほ
れ
て
ゐ

る

(馬
場
明

｢臨
城
事
件
｣
日
本
外
交
史
辞
典
)0

匪
族
を
正
規
兵
に
改
編
す
る
と
は
驚
-
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
,
匪
族
は
す
で
に

=
定
の
軍
事
訓
練
を
有
L
t
命
令
服
従
の
系
統
を
も

ち
､
且
つ
多
数
の
武
器
を
所
有
す
る
た
め
,
多
額
の
代
金
を
支
払
っ
て
武
器
を
購
入
し
,
訓
練
し
て
正
規
兵
を
作
る
よ
り
も
'
匪
族
団

を
購
入
す
る
方
が
安
価
な
方
法
な
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
,
今
日
の
匪
族
が
明
日
は
正
規
兵
に
な
っ
た
と
し
て
も
'
直
ち
に
掠

奪
を
や
め
て
良
兵
に
化
す
る
も
の
と
云
へ
ず
,
本
質
は
依
然
と
し
て
匪
族
の
優
で
あ
る
所
に
開
票

存
す
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
徴
兵
刺

ク
ーリ
-

度
の
な
い
支
那
で
は
,
兵
員
募
集
は
給
料
そ
の
他
の
関
係
で
苦
力
の
間
よ
り
な
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
の
例
で
'
良
家
の
子
弟
な
ど
絶
無

で
あ
る
｡
従
っ
て
匪
族
と
正
規
兵
と
の
間
に
は
,
素
質
に
於
て
も
行
動
に
於
て
も
殆
ど
差
が
な
く

両
者
の
区
別
は
甚
だ
困
難
で
あ

る
｡
さ
れ
ば
,
支
那
で
は

｢
正
空

ハ｣
で
す
ら
,
戦
時
に
於
て
は
通
過
地
又
は
駐
在
地
に
於
て
掠
奪
す
る
こ
と
が
役
得
と
さ
れ
'
又
辛

時
に
於
て
も
給
料
飛
掛
な
ど
の
場
合
に
於
て
掠
奪
を
黙
認
さ
れ
る
場
合
も
少
な
-
な
い
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
掠
奪
の
み
な
ら
ず
'
至
る

舌
よき
ん

所
で
無
抵
抗
の
良
民
を
虐
待
殺
管

､
又
は
醸
金
を
強
要
し
,
軍
隊
が
退
却
す
る
場
合
な
ど
は
地
方
商
務
会
そ
の
他
よ
り
掠
奪
の
免
除

及
立
退
料
と
し
て
多
額
の
現
銀
を
要
求
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た

(貴
島
外
交
研
究
室

｢排
外
支
那
の
解
剖
J)0
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支
那
の

｢好
い
鉄
は
釘
に
な
ら
ず
'
好
い
人
は
兵
に
な
ら
ず
｣
と
云
ふ
言
葉
は
'
兵
隊
の
質
が
極
め
て
劣
悪
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く

8

示
す
も
の
で
あ
る
｡
支
那
軍
隊
の
素
質
の
低
さ
'
統
率
の
乱
れ
'
掠
奪
暴
行
虐
殺
の
習
慣
-

こ
れ
が
支
那
と
外
国
と
の
間
に
多
く
の

20

紛
争
を
発
生
せ
し
め
た
原
因
の
う
ち
'
重
要
な

1
半
を
成
し
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
.
そ
れ
故
'
か
か
る
支
那
軍
隊
に
如

何
に
対
応
し
'
彼
等
の
暴
虐
か
ら
如
何
に
し
て
居
留
民
を
保
護
す
る
か
が
､
殊
に
我
が
日
本
の
苦
慮
す
る
所
と
な
り
'
そ
の
方
法
を
め

ぐ
っ
て
日
本
と
列
国
と
の
政
策
の
相
違
'
ま
た
国
内
意
見
の
対
立
も
生
じ
て
-
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

満
洲
は
事
実
上
独
立
し
て
ゐ
た

7
九
二
四
年
は
国
民
党
が
正
式
に
連
ソ
容
共
の
方
針
を
決
め
'
第

1
次
国
共
合
作
の
行
な
ほ
れ
た
年
で
あ
る
｡
こ
の
年
か
ら
共
産
党

は
'
国
共
合
作
の
名
目
を
十
二
分
に
利
用
し
て
'
国
民
党
内
部
の
分
裂
と
破
壊
'
そ
し
て
そ
の
打
倒
に
狂
奔
す
る
こ
と
に
な
る
｡

他
方
こ
の
年
は
'
ソ
支
国
交
が
樹
立
さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
｡
即
ち

一
九
二
四
年
五
月
三
十

一
日
'
ソ
連
と
北
京
政
府
の
間
に

｢
中

ソ
間
懸
案
解
決
の
た
め
の
大
綱
に
関
す
る
協
定
｣
と

｢
東
支
鉄
道
暫
行
管
理
協
定
｣
が
調
印
さ
れ
'
両
国
間
の
外
交
関
係
の
樹
立
や
東

支
鉄
道
の
ソ
支
共
同
運
営
が
取
極
め
ら
れ
た
｡

と
こ
ろ
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
同
年
九
月
二
十
日
'
張
作
幕
の
奉
天
政
府
が
'
東
支
鉄
道
に
関
し
て
ソ
支
協
定

と
事
実
上
岡

T
の
協
定
を
ソ
連
と
の
間
に
締
結
し
た
事
実
で
あ
る
｡
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
か
｡
後
年
'
満
洲
事
変
に
関
す

る
国
際
連
盟
の
調
査
報
告
書
と
し
て
有
名
な

｢
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
｣
は
次
の
如
-
記
述
す
る
｡

｢
(張
作
霧
は
)
7
九
二
二
年
七
月
そ
の
権
力
を
長
城
以
内
に
樹
立
す
る
に
失
敗
し
､
そ
の
政
敵
北
京
政
府
を
支
配
し
た
る
際
'
彼
は

中
央
政
府
に
対
す
る
忠
誠
を
廃
棄
L
へ
清
洲
に
於
て
行
動
の
完
全
な
る
独
立
を
維
持
し
'
遂
に
は
そ
の
権
力
を
長
城
以
南
に
及
ぼ
し

北
京
の
支
配
者
と
な
り
た
り
｡
彼
は
-
-
外
国
に
対
し
'
満
洲
に
関
す
る

一
切
の
事
項
に
つ
い
て
は
今
後
自
己
の
政
府
と
直
接
交
渉

せ
ん
こ
と
を
要
求
せ
り
｡
よ
っ
て
彼
は

1
九
二
四
年
五
月
三
十

一
日
の
露
支

(
ソ
支
)
協
定
が
支
那
に
有
利
な
る
に
拘
ら
ず
'
こ
れ

を
放
棄
し
,

享

四
年
九
月
ソ
連
邦
を
説
き
,
こ
れ
と
別
個
の
協
-

締
結
せ
る
が
,
右
は

-

四
年
五
月
三
十
盲

の
中
央

政
府
と
の
協
定
と
実
質
的
に
同

-

右
の
事
実
は
張
作
霧
が
内
思

策
に
関
し
完
全
な
る
行
動
の
自
由
を
固
持
せ
る
こ
と
を
明

証
せ
る
も
の
な
り
｣
(-リ
ッ
ト
ン
報
告
至

)

ソ支協
定
と
実
質
的
に
同

-

定
を
張
作
森
の
奉
天
-

が
結
ん
だ
こ
と
は
,
東
三
省

(満
洲
)
の
独
立
を
張
が
明
確
に
意
思
表

示したこ
と
と
,
東
三
省
が
事
実
上
,
奉
天
欝

の
-

に
あ
っ
て
支
那
中
央
政
-

独
立
し
た
自
治
的
地
域
で
あ
る
こ
と
を
ソ

連
が
認
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
-

九
二
三
年
に
東
三
省
独
立
宣
言
を
行
な
っ
た
張
作
寮
は
,

享

四
年
に
は
外

i1

交
形
式
と
し
て
そ
の
独
立
を
立
証
し
た
の
で
あ
る
｡

即
ち
,
嘉

は
東
三
省

(清洲)は支那の-
主
張
し
,
後
年
満
洲
国
建
設
を
日
本
の
侵
略
と
非
難
し
た
が
'
実
は
'
満
洲
は

す
で
に
享

三
-

年
と
云
ふ
早
い
時
期
に
,
支
那
中
央
政
府
の
支
配
の
及
ば
な
い
草
至

独
立
し
た
自
治
的
地
域
で
あ
っ
た
こ

と
を
,
上
記
の
二
個
の
協
定
の
存
在
が
端
な
-
も
物
語
っ
て
ゐ
る
と
云
へ
よ
う
O
も
し
満
洲
が
嘉

の
-

ぁ
る
と
す
る

ならば'

はし

嘉

の
領
土
的
及
び

行政的保全
を
-

る
こ
と
を
約
し
た
九
回
条
約
と
華
-

議
は
,
事
実
に
よ
っ
て
､
そ
の
幻
想
な
る
こ
と
を

証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡

支
都
の
関
税
自
主
権
を
支
持
し
た
日
本

華
雲

議
に
於
て
調
印
さ
れ
た
諸
条
約
の
-

｢中
国
の
関
税
に

関する条約｣があ
っ
た
｡
こ
れ
に
基
づ
い
て

｢
北
京
関
税
特

別
会
議
｣
が

享

五
年

(大
正
十
四
年
)
十
月
二
十
六
日
か
ら
北
京

で開催された｡参
加
し
た
の
は
日
本
,
英
国
'
米
国
'
仏

国
,
ベ
ル
ギ
ー
､
デ
ン
マ
ー
ク
,
イ
タ
リ
ア
,
オ
ラ
ン
ダ
,
ノ
～
ウ
エ
ー
,
ポ
～
ト
ガ
ル
,
ス
ペ
イ
ン
,
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
そ
れ
に
支

那
を

加へた↑三
カ
国
で
あ
っ
た
｡
同
条
約
に
ょ
れ
ば
,
関
税
会
議
の
主
目
的
は
,
嘉

欝

の
歳
入
を
増
加
さ
せ
る
た
め
'
嘉

関

税
率
の
改
訂
と
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
の
取
極
め
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
｡

209 第 7章 国際協調の幻想



こ
れ
に
対
し
て
支
那
側
で
は
,
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
潮
に
乗
っ
て
,
こ
の
会
議
で

T
挙
に
関
税
自
主
権
の
回
復
を
計
ら
ん
と
画
策

し
た
が
英
国
は
勿
論
'
パ
リ
和
平
会
議
や
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
支
那
の
国
権
回
復
の
要
求
を

表

的
に
は
支
持
し
て
き
た
米
国
で
さ

へ
'
嘉

の
こ
の
要
求
に
は
即
座
に
賛
成
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
｡
英
国
は
-

が
ま
づ
内
戦
を
終
結
し
,
外
国
人
の
生
命
財
産
の

保
護
を
全
う
L
t
統

一
あ
る
独
立
国
家
と
し
て
の
体
制
が
警

た
時
に
初
め
て
,
こ
の
間
題
は
列
国
に
よ
っ
て
討
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
し
て
ゐ
た
｡
米
国

(そ
し
て
英
国
も
)
は
,
支
那
が
関
税
自
主
権
の
回
復
を
得
る
た
め
に
は
少
な
-
と
も
産
金

(
表

の
国
内
関
税
)

り
さ
ん

の
撤
廃
を
そ
の
交
換
条
件
と
す
べ
き
だ
と
し
て
ゐ
た
｡

妄

我
国
は
'
嘉

の
関
税
自
主
権
回
復
の
要
望
に
賛
同
す
る
方
針
を
固
め
て
会
議
に
臨
み
,
関
税
会
議
開
会
式
で
我
が

㌫

(益
)全
権
は
幣
原
外
相
の
指
示
に
従
っ
て
,
支
那
の
要
求
を
支
持
す
る
演
説
を
行
な
っ
た
｡

こ
の
演
説
で
日
置
全
権
は
'
我
国
が
幕
末
開
国
以
来
関
税
自
主
権
が
な
か
っ
た
歴
史
体
験
に
言
及
し
,
｢
日
本
国
民
は
此
の
如
き
協

定
に
対
し
不
満
を
抱
き
た
る
も
同
時
に
自
己
の
欠
点
を
自
覚
し
た
り
｡
日
本
国
民
は
そ
の
対
外
的
地
位
の
弱
点
は
即
ち
そ
の
国
内
的

弱

点
に
起
因
す
る
も
の
な
る
を
看
得
し
､
従
て
先
づ
そ
の
原
因
を
除
外
す
る
に
非
ず
ん
ば
如
何
に
そ
の
結
果
を
是
正
せ
ん
と
す
る
も
徒
労

な
る
べ
き
を
知
り
'
右
確
信
の
↑
に
日
本
国
民
は
必
要
な
る
内
政
改
善
の
完
成
を
目
標
と
し
て
静
か
に
着
々
,
し
か
も
警

決
意
を
以

て
そ
の
こ
と
に
当
れ
り
｡
支
那
は
今
尚
,
吾
人
が
か
つ
て
踏
み
来
れ
る
道
程
を
辿
り
つ
つ
あ
り
｡
支
那
が
今
日
痛
感
す
る
各
種
の
敷
難

きた

しようがい

障
碍
及
び
困
惑
は
か
つ
て
吾
人
の
親
し
-
嘗
め
来
れ
る
所
な
り
｡
日
本
全
権
は
同
情
と
了
解
並
び
に
-

の
立
場
に
対
す
る
友
好
的

理
解
を
以
て
本
会
議
の
諸
問
題
に
臨
む
べ
し
｡
日
本
全
権
は
-

の
関
税
自
主
権
問
題
に
対
し
,
極
め
て
友
誼
的
考
慮
を
加
ふ
る
に
十

分
の
用
意
あ
る
こ
と
皇

崩

し
得
る
を
欣
幸
と
す
｣
云
々
と
述
べ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
-

代
表
は
,
演
説
の
あ
と
日
本
全
権
に
感
謝

の
意
を
表
明
し
て
き
た
の
で
あ
つ
た
｡

す
で
に
華
窒

議
で
は
普
通
品
に
対
し
､
二
分
五
厘
,
著
修
品
に
対
し
五
分
の
付
加
税
率
を
取
決
め
て
ゐ
た
が
,
関
税
会
議
で
嘉

側
は
斯
か
る
低
率
に
満
足
せ
ず
､
遥
か
に
高
い
付
加
税
を
要
求
し
た
た
め
､
ワ
シ
ン
ト
ン
付
加
税
率
以
外
は
受
け
入
れ
な
い
立
場
を
と

る
我
国
と
の
間
に
相
違
を
生
じ
た
｡
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時
に
支
那
に
は
軍
閥
が
割
拠
し
,
内
乱
が
絶
え
る
こ
と
な
く

関
税
会
議
参
加
の
列
国
は
'
輸
入
付
加
税
の
即
時
実
施
に
つ
い
て
難

だ
ん
き
す
い

色
を
示
し
は
じ
め
,
会
議
は
再
三
停
頓
し
た
｡
そ
し
て
遂
に

完

二
六
年
四
月
,
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
段
鋲
瑞
政
権
が
瓦
解
L
t
北

京
が
完
全
に
無
政
府
状
琴
と
な
っ
た
結
果
,
七
月
三
日
,
会
議
は
支
那
正
統
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
ま
で
無
期
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
｡

支
部
へ
の
不
信
-
華
府
精
神
崩
る

.

こ
の
や
う
な
北
京
関
税
会
議
を
め
ぐ
る
支
那
の
状
況
,
列
国
の
対
支
政
策
の
相
違
を
見
る
と
き
'
華
要

義

の
精
神
は
三
年
に
し
て

す
で
に
形
骸
化
し
た
か
の
観
が
あ
る
｡

米
国
で
さ
へ
,
支
那
の
内
情
に
つ
い
て
極
め
て
悲
観
的
と
な
り
､
支
警

事
実
上
,
無
改
定

態
と
み
な
す
に
至
っ
た
｡
例
へ
ば
'

一
九
二
六
年

(昭
和
元
年
〓

ハ
月
,
南
支
地
方
を
視
察
し
た
米
公
使
館
の
メ
イ
ヤ
ー
参
事
官
は
,
-

各
地
に

｢
半
独
立
の
地
域
｣
が

分
立
し
て
を
り
,
支
那
の
領
土
的
行
政
的
保
全
と
云
つ
た
も
の
は
何
ら
現
実
性
を
帯
び
た
も
の
で
は
な
い
と
結
論
し
て
ゐ
る
｡

ま
た
米
本
国
に
於
て
も
､
国
務
省
極
東
部
長
の
ネ
～
ソ
ン
･
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は

｢
中
国
の
い
は
ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
'
ア
メ
リ
カ

建
国
当
時
の
人
達
が
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
し
,
国
を
分
割
し
て
し
ま
っ
た
｡
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
や
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
や
う
な
有
能
で

無
私
の
人
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
中
国
に
現
は
れ
さ
う
に
な
い
｣
と
記
し
た
と
云
ふ

(入
江
昭

r極
東
新
秩
序
の
模
索
l
)O
ワ
シ
ン
ト
ン

当
局
の
対
支
観
も
､
こ
こ
に
至
っ
て
は
遂
に
悲
観
に
傾
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
｡

支
那
に
対
す
る
列
国
の
不
信
は
,
関
税
会
議
と
時
を
同
じ
く
し
て
開
か
れ
た
治
外
法
権
委
員
会
の
結
論
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

同
委
員
会
で
諸
外
国
が

一
敦
し
た
の
は
,
支
那
に
即
時
法
権
を
回
復
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
云
ふ
点
で
あ
っ
た
｡

妄

一六
年
九

月
､
こ
の
委
員
会
が
作
成
し
た
報
告
に
よ
れ
ば
,
支
那
に
於
け
る
治
外
法
権
の
撤
廃
は
'
統

一
し
た
法
律
制
度
と
か
'
法
権
の
軍
権

･

行
政
権
か
ら
の
独
立
と
か
､
近
代
的
法
廷
制
度
の
確
立
と
か
が
完
備
し
た
上
で
,
初
め
て
考
慮
さ
れ
得
る
と
云
ふ
も
の
で
あ
っ
た

(入
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江
前
掲
書
)0

ヮ
シ
ン
ト
ン
会
議
か
ら
わ
づ
か
四
年
'
国
家
と
し
て
の
支
那
に
対
す
る
列
国
の
信
頼
が
,
す
で
に
急
速
に
動
揺
し
,
崩
れ
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
を
'
上
記
の
諸
事
実
が
示
し
て
ゐ
る
と
云
へ
よ
う
｡
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
精
神
と
理
想
は
,
は
っ
き
り
と
挫
折
し
た
の
で
あ
っ

た
｡
前
記
の
如
く

関
税
会
議
に
於
て
日
本
は
率
先
し
て
-

の
関
税
自
主
権
回
復
の
要
求
を
支
持
し
た
｡
こ
れ
が
少
な
-
と
も

蒜

的
に
は
'
嘉

の
対
日
感
情
を
好
転
せ
し
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
そ
し
て
,
関
税
自
主
権
歪

の
決
議
が
,
そ
の
後
支
那
が
,
栄

華
協
定

(
一
九
二
八
年
七
月
二
十
-

)
を
は
じ
め
､
そ
の
他
の
諸
国
と
も
関
税
自
主
権
承
認
の
協
定
を
締
結
し
得
る
気
運
を
促
進
す
る

出
発
点
と
な
つ
た
こ
と
も
間
違
ひ
な
い
｡
こ
れ
は
幣
原
外
交
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

し
か
し
な
が
ら
'
斯
-
の
如
き
日
本
の
対
支
親
善
外
交
は
,
決
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
い
報
い
を
嘉

か
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
｡
関
税
会
議
の
翌
年

完

二
七
年
に
入
る
や
,
日
本
は
南
京

･
漠
口
両
事
件
の
如
く

暴
力
的
排
日
運
動
と
云
ふ
形
で
,
赤
色
支

那
か
ら
返
礼
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

212

第
八
章

革
命
支
那
と
共
産
主
義




