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一橋論叢　第134巻　第2号　平成17年(2005年) 8月号(178)

日
中
戦
争
後
の
民
間
銀
行

-
　
重
慶
果
興
誠
銀
行
一
九
四
五
～
l
九
四
九
　
-

240

柿

幸
　
　
司

は
じ
め
に

中
国
内
陸
部
の
四
川
地
方
で
は
'
古
-
よ
り
商
業
都
市
重
慶
を
中

心
と
す
る
交
易
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
､
こ
れ
に
付
随
し
て
票
号
や

銭
荘
な
ど
の
伝
統
的
金
融
機
関
が
存
在
し
て
い
た
｡
二
〇
世
紀
前
半

の
重
慶
で
は
､
こ
れ
ら
伝
統
的
金
融
機
関
を
基
礎
と
し
て
'
西
洋
の

株
式
銀
行
制
度
を
と
り
い
れ
た
民
間
銀
行
が
相
継
い
で
設
立
さ
れ
た
｡

日
中
戦
争
の
全
面
化
に
よ
り
重
慶
が
戦
時
首
都
に
指
定
さ
れ
'
内
陸

の
1
都
市
か
ら
政
治
･
経
済
の
l
大
中
心
地
へ
と
変
貌
を
と
げ
る
と
'

こ
れ
ら
の
民
間
銀
行
は
'
四
川
地
方
を
中
心
に
大
き
な
発
展
を
と
げ

た
｡
し
か
し
'
一
九
四
五
年
八
月
に
日
中
戦
争
が
終
結
す
る
と
へ
国

民
政
府
の
再
遷
都
や
､
重
慶
に
疎
開
し
て
い
た
各
機
関
･
産
業
な
ど

の
沿
海
部
へ
の
帰
還
に
よ
り
へ
政
治
･
経
済
の
中
心
は
沿
海
地
区
へ

と
移
っ
て
い
っ
た
｡
終
戦
後
の
国
民
政
府
が
中
央
集
権
国
家
の
確
立

へ
む
け
た
施
策
を
実
施
し
て
い
く
な
か
で
'
重
慶
な
ど
内
陸
部
の
地

位
は
､
抗
戦
期
と
く
ら
べ
て
低
下
し
て
い
っ
た
｡
さ
ら
に
､
一
九
四

六
年
よ
り
本
格
化
し
た
国
民
政
府
と
中
国
共
産
党
と
の
問
の
内
戦

(
国
共
内
戦
)
　
に
よ
り
へ
　
国
民
政
府
は
中
国
大
陸
か
ら
追
わ
れ
'
こ

れ
に
か
わ
っ
て
共
産
党
が
全
国
政
権
を
樹
立
し
て
い
っ
た
｡
こ
う
し

た
状
況
を
背
景
と
し
て
'
重
慶
の
民
間
銀
行
は
さ
ら
な
る
再
編
を
せ

ま
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
｡

従
来
国
共
の
政
権
交
代
が
お
こ
っ
た
の
は
'
農
村
を
お
さ
え
人
民

の
が
わ
に
た
っ
た
共
産
党
が
'
国
民
政
府
の
勢
力
を
凌
駕
し
た
た
め

と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
｡
こ
の
よ
う
な
理
解
は
'
体
制
の
瓦

解
を
国
民
政
府
の
弛
緩
に
も
と
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と

い
え
る
｡
た
だ
し
へ
政
権
交
代
に
さ
い
し
て
の
人
々
の
反
応
は
､
一



日中戦争後の民間銀行(179)

定
の
自
主
性
を
も
ち
な
が
ら
へ
様
々
な
立
場
や
条
件
の
も
と
で
変
化

す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
ら
の
前
提
に
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
場

合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
本
稿
の
主
題
は
'
国
民
政
府
か
ら
共
産

党
政
府
へ
と
い
う
大
き
な
変
動
の
渦
中
に
あ
っ
た
'
日
中
戦
争
後
に

お
け
る
民
間
銀
行
の
動
き
と
そ
の
動
因
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で

あ
る
｡本

稿
に
お
け
る
議
論
の
対
象
で
あ
る
衆
興
誠
銀
行
は
､
l
九
l
五

年
に
四
川
地
方
初
の
民
間
銀
行
と
し
て
重
慶
に
発
足
し
､
日
中
戦
争

(
-
)

期
を
つ
う
じ
て
西
南
地
区
随
一
の
銀
行
に
成
長
し
た
｡
戦
後
同
銀
行

は
'
重
慶
を
基
盤
と
し
た
地
方
銀
行
か
ら
'
全
国
的
規
模
を
も
っ
た

銀
行
へ
の
拡
大
を
志
向
し
て
い
く
｡
栗
興
誠
銀
行
の
へ
た
過
程
は
'

前
述
の
よ
う
な
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
示
唆
に
富
む
対
象
で
あ
る
｡

な
お
筆
者
は
以
前
へ
共
産
党
政
権
に
よ
る
緊
興
誠
銀
行
の
接
収
過
程

1
r
.
>
}

に
つ
い
て
論
じ
た
が
'
本
稿
は
そ
の
前
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
｡

日
中
戦
後
か
ら
内
戦
期
に
い
た
る
時
期
の
銀
行
業
に
つ
い
て
は
へ

ま
ず
銀
行
制
度
の
変
遷
と
い
う
側
面
か
ら
分
析
し
た
黄
監
嘩
(
一
九

(
3
)

九
四
)
　
や
'
恩
想
面
か
ら
銀
行
業
の
展
開
を
分
析
し
た
程
幕
(
一
九

(
4
)

九
九
)
な
ど
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
ま
た
近
年
で
は
､
新
た
に
公

開
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
､
上
海
の
銀
行
業
の
変
遷
に
つ
い
て
扱
っ

(
5
)

た
J
i
　
(
二
〇
〇
三
)
　
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
へ
　
上
海
を

中
心
と
し
た
内
戦
期
の
銀
行
研
究
も
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
､

い
ず
れ
も
国
民
政
府
の
失
敗
と
共
産
党
の
成
功
と
い
う
側
面
を
強
調

す
る
傾
向
が
あ
る
｡

ま
た
重
慶
に
お
け
る
民
間
銀
行
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
重
慶
の

位
置
づ
け
が
飛
躍
的
に
向
上
し
た
日
中
戦
争
期
を
中
心
に
､
多
-
の

:o:

研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
｡
こ
れ
に
-
ら
べ
て
戦
後
内
戦
期
に
つ

い
て
は
へ
重
慶
が
斜
陽
の
時
期
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
､
周
勇
主
編

(
7
)

(
二
〇
〇
三
)
　
な
ど
で
言
及
さ
れ
て
い
る
他
に
は
専
論
が
な
-
'
比

較
的
研
究
の
す
-
な
い
領
域
で
あ
る
と
い
え
る
｡

本
稿
の
議
論
に
お
い
て
中
心
と
な
る
資
料
は
､
衆
興
誠
銀
行
を
代

表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
董
事
会
(
日
本
の
銀
行
に
お
け
る
叡
締
役
会

に
相
当
)
　
の
議
事
録
で
あ
る
｡
こ
れ
に
は
､
経
営
方
針
に
か
か
わ
る

議
論
や
人
事
動
態
な
ど
'
こ
れ
ま
で
あ
き
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
内

部
の
動
き
を
知
る
う
え
で
重
要
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
衆

興
誠
銀
行
の
経
営
事
情
に
つ
い
て
は
､
機
関
紙
『
衆
星
月
刊
』
や
'

＼
v
j
,

人
民
共
和
国
成
立
後
出
版
さ
れ
た
『
衆
興
誠
銀
行
』
な
ど
の
既
刊
資

料
も
参
照
し
た
｡
国
民
政
府
の
政
策
や
銀
行
業
界
全
般
の
動
き
に
か

ん
し
て
は
､
『
国
民
政
府
公
報
』
や
､
『
銀
行
週
報
』
な
ど
を
利
用
し

た
｡
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一橋論叢　第134巻　第2号　平成17年(2005年) 8月号(180)

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
お
よ
び
資
料
状
況
を
ふ
ま
え
て
､
本
稿

で
は
'
日
中
戦
後
か
ら
人
民
共
和
国
]
成
立
に
い
た
る
時
期
に
お
け
る
へ

民
間
銀
行
の
動
き
と
そ
の
動
因
に
つ
い
て
の
分
析
に
と
り
-
み
た
い
｡

I
　
戦
後
復
興
と
衆
興
誠
銀
行
(
一
九
四
五
～
l
九
四
六

年
)

(
1
)
　
国
民
政
府
の
金
融
政
策

日
中
戦
争
が
終
結
し
た
一
九
四
五
年
八
月
以
降
へ
国
民
政
府
は
戦

後
金
融
復
興
に
む
け
た
政
策
を
う
ち
だ
し
た
｡
そ
の
第
一
歩
は
､
日

本
な
ど
敵
国
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
地
域
(
収
復
区
)
　
の
接
収

と
整
理
で
あ
っ
た
｡
国
民
政
府
は
財
政
部
か
ら
人
員
を
派
遣
し
て
金

(
9
)

融
機
関
の
現
状
を
調
査
す
る
と
と
も
に
へ
接
収
の
基
準
や
対
象
を
規

(S)

足
し
へ
　
す
み
や
か
な
接
収
を
は
か
っ
た
｡
つ
ぎ
に
'
戦
時
中
発
令
さ

れ
た
｢
非
常
時
期
管
理
銀
行
暫
行
新
法
｣
な
ど
の
臨
時
法
令
を
解
除

ォ
)

し
､
平
時
体
制
へ
の
移
行
を
は
か
っ
た
｡
そ
の
う
え
で
財
政
部
は
'

銀
行
を
管
理
す
る
た
め
の
新
た
な
規
定
を
公
布
し
'
民
間
銀
行
の
設

(聯E

立
や
拡
大
に
制
限
を
く
わ
え
て
い
っ
た
｡

こ
れ
ら
一
連
の
試
み
は
'
国
民
政
府
成
立
以
来
の
財
政
部
に
よ
る

金
融
管
理
体
制
を
あ
ら
た
め
へ
戦
時
中
に
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
'

｢
中
央
銀
行
｣
　
の
管
理
の
も
と
で
の
金
融
制
度
の
構
築
を
め
ざ
す
も

(
2
)

の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
な
か
で
､
国
営
･
公
営
銀
行
の
回
復
･
発
展
が

優
先
さ
れ
'
民
間
銀
行
の
復
興
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
'
の
ち
に

｢
官
僚
資
本
主
義
｣
　
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
い
く
｡
こ

う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
'
民
間
銀
行
の
経
営
者
は
復
興
に
む
け

た
方
針
を
策
定
し
て
い
-
こ
と
と
な
る
｡

終
戦
当
時
へ
衆
興
誠
銀
行
の
経
営
は
'
銀
行
の
創
業
者
で
あ
る
と

と
も
に
､
董
事
長
(
取
締
役
会
長
)
　
と
総
経
理
　
(
頭
取
)
　
を
兼
任
し

て
い
た
楊
奨
三
が
握
っ
て
い
た
｡
彼
は
日
中
戦
争
時
期
に
､
四
川
地

域
を
中
心
と
し
た
商
業
金
融
路
線
に
よ
り
へ
同
銀
行
を
内
陸
地
域
有

数
の
銀
行
に
成
長
さ
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
｡
分
行
視
察
の
た
め
重
慶

を
離
れ
て
い
た
楊
条
三
は
へ
　
そ
の
途
上
で
戦
争
の
終
結
を
知
る
と
'(

3
)

対
応
策
を
協
議
す
る
た
め
急
ぎ
重
慶
へ
戻
り
へ
董
事
会
を
召
集
し
た

こ
の
な
か
で
楊
粂
三
は
､
復
興
に
つ
い
て
の
重
要
な
点
と
し
て
も
　
つ

ぎ
の
二
点
を
示
し
た
｡
ま
ず
へ
　
｢
戦
時
の
法
律
は
続
く
と
は
限
ら
ず
'

統
制
も
厳
し
い
ま
ま
で
は
な
い
｣
と
の
見
通
し
か
ら
､
終
戦
に
よ
っ

て
｢
市
場
で
は
劇
的
な
変
化
が
発
生
す
る
｣
と
予
測
L
へ
何
ら
か
の

方
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
｡
ま
た
こ
の
具
体
化
に
か

ん
し
て
は
う
一
刻
も
早
-
人
員
と
設
備
を
そ
ろ
え
て
営
業
を
再
開
す

る
こ
と
と
､
以
前
日
本
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
地
域
に
つ
と
め
へ
　
現

在
長
江
上
流
に
い
る
職
員
を
す
み
や
か
に
現
地
へ
派
遣
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
し
た
｡

242



(181)　日中戦争後の民間銀行

た
だ
し
栗
興
誠
銀
行
が
戦
後
復
興
に
む
け
た
方
策
を
即
時
に
お
こ

な
う
に
は
'
一
定
の
困
難
が
存
在
し
た
｡
ま
ず
財
政
部
が
収
復
区
に

お
け
る
民
間
銀
行
の
営
業
再
開
手
順
を
定
め
た
規
定
に
よ
り
へ
民
間

(S3

銀
行
の
営
業
再
開
は
当
面
三
ヶ
所
に
限
ら
れ
て
い
た
｡
同
時
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
政
府
の
審
査
･
認
可
を
へ
る
べ
き
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
た
｡
終
戦
後
へ
国
民
政
府
の
再
遷
都
と
と
も
に
政

治
の
中
心
は
垂
慶
か
ら
新
首
都
南
京
へ
移
り
へ
経
済
の
中
心
は
上
海

へ
戻
っ
て
い
た
｡
こ
の
た
め
へ
戦
後
の
民
間
銀
行
の
復
興
に
さ
い
し

て
は
う
南
京
･
上
海
に
お
け
る
活
動
が
以
前
に
増
し
て
重
要
と
な
っ

て
い
た
｡
し
か
し
戦
後
復
興
の
途
上
に
あ
っ
た
当
時
へ
長
江
な
ど
の

交
通
網
は
い
ま
だ
十
分
な
回
復
を
み
せ
て
お
ら
ず
へ
　
奥
地
の
重
慶
に

お
い
て
全
体
の
営
業
を
指
揮
す
る
の
は
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
｡

さ
ら
に
､
上
海
を
中
心
と
す
る
収
復
区
に
お
い
て
復
興
ブ
ー
ム
が
お

こ
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
へ
戦
時
首
都
が
お
か
れ
て
い
た
垂
慶
な

(
2
)

ど
内
陸
地
区
は
'
景
気
の
低
迷
に
直
面
し
て
い
た
｡
こ
う
し
て
果
興

誠
銀
行
で
は
'
本
拠
の
重
慶
か
ら
上
海
へ
の
移
転
が
検
討
さ
れ
は
じ

め
る
｡(

二
)
本
拠
移
転
と
内
紛

終
戦
当
時
､
耗
興
誠
銀
行
で
は
'
銀
行
の
所
有
者
を
代
表
し
'
経

営
方
針
を
決
定
す
る
機
関
と
し
て
董
事
会
が
設
け
ら
れ
て
い
た
｡
そ

の
下
に
'
全
行
の
経
営
を
統
括
す
る
垂
慶
総
管
理
処
を
頂
点
に
も
分

行
､
支
行
へ
桝
事
処
(
営
業
所
)
　
と
つ
ら
な
る
営
業
組
織
が
展
開
し

て
い
た
　
(
図
一
)
｡
戦
後
へ
上
海
分
行
経
理
　
(
分
行
長
)
蓑
声
部
は
､

｢
全
国
経
済
の
重
心
は
上
海
に
あ
る
｣
　
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
｢
同
業

者
の
本
拠
の
多
-
が
上
海
に
あ
り
､
人
員
･
実
力
が
整
っ
て
い
る
｣

の
に
た
い
し
て
､
｢
衆
興
誠
銀
行
は
目
下
の
と
こ
ろ
四
川
省
以
外
に

こ
れ
と
い
っ
た
地
位
が
な
く
へ
　
さ
ら
な
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
｣
　
こ

と
を
指
摘
し
'
｢
中
心
を
上
海
に
移
し
て
　
｢
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
作

り
出
｣
　
L
へ
　
｢
四
川
の
銀
行
に
安
住
す
る
の
で
は
な
-
'
全
国
へ
発

(S)

展
し
て
い
く
べ
き
｣
　
で
あ
る
と
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
｡

蓑
戸
部
の
提
案
は
､
政
治
･
経
済
の
中
心
が
'
戦
時
首
都
で
あ
っ

た
垂
慶
か
ら
上
海
･
南
京
な
ど
へ
移
っ
た
こ
と
か
ら
'
上
海
へ
本
拠

を
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
､
情
報
収
集
お
よ
び
経
営
指
揮
に
有
利
で
あ

る
と
の
認
識
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
提
案
に
た
い
し

て
は
､
当
時
の
漠
口
分
行
経
理
で
､
楊
粂
三
の
弟
で
あ
る
楊
季
謙
が

賛
意
を
示
し
て
い
た
｡
楊
季
謙
は
ア
メ
-
カ
へ
の
留
学
を
つ
う
じ
て

欧
米
式
の
商
業
教
育
を
う
け
た
人
物
で
あ
っ
た
｡
彼
は
終
戦
を
機
に
'

衆
興
誠
銀
行
を
四
川
の
一
民
間
銀
行
か
ら
'
他
の
大
銀
行
に
ひ
け
を

(
2
)

と
ら
な
い
全
国
区
の
銀
行
に
し
よ
う
と
い
う
目
標
を
か
か
げ
て
い
た
o
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図1　栗輿誠銀行組織図(1945年)

出所: 『衆興誠銀行』 67頁をもとに筆者作成｡
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日中戦争後の民間銀行(183)

こ
れ
に
く
わ
え
て
楊
季
謙
は
う
　
か
ね
て
よ
り
楊
条
三
の
四
川
地
方
に

こ
だ
わ
っ
た
家
族
経
営
志
向
を
嫌
っ
て
い
た
た
め
､
総
管
理
処
の
移

転
を
積
極
的
に
推
進
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
た
い
し
て
へ
　
当
時
経
営
の
全
権
を
握
っ
て
い
た
楊
条
三
は
'

総
管
理
処
移
転
に
消
極
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
｡
楊
条
三
は
'
私

塾
で
儒
教
教
育
を
う
け
た
後
､
一
貫
し
て
商
業
･
金
融
業
に
従
事
し

た
た
た
き
あ
げ
の
商
人
で
あ
り
､
果
興
誠
銀
行
の
創
業
者
で
あ
っ
た
｡

衆
興
誠
銀
行
で
は
一
九
三
七
年
の
法
人
組
織
化
に
よ
り
へ
銀
行
の
所

有
と
経
営
が
分
離
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
楊
条
三
は
創
業

者
と
し
て
銀
行
経
営
の
す
べ
て
に
関
与
し
て
い
た
｡
重
慶
へ
の
こ
だ

わ
り
が
強
い
楊
条
三
は
'
み
ず
か
ら
の
人
脈
が
お
よ
ば
な
い
上
海
へ

総
管
理
処
を
移
転
す
る
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
衆
興
誠
銀
行
で
は
'
楊
季
謙
と
楊
条
三
を
中
心
と
し

た
ふ
た
つ
の
立
場
が
存
在
し
た
が
へ
　
こ
の
対
立
は
'
｢
暗
帳
　
(
裏
帳

簿
)
｣
　
問
題
を
発
端
と
し
て
表
面
化
し
た
｡
楊
条
三
は
日
中
戦
争
が

激
し
さ
を
増
し
て
い
た
一
九
四
二
年
ご
ろ
よ
り
'
裏
帳
簿
を
作
成
し

て
み
ず
か
ら
が
お
こ
な
っ
た
信
用
取
引
な
ど
の
利
益
を
計
上
し
て
い

た
｡
そ
の
総
額
は
六
〇
万
米
ド
ル
へ
　
金
八
〇
〇
両
に
ま
で
の
ぼ
っ
て

い
た
と
い
う
(
『
衆
興
誠
銀
行
』
一
九
二
貢
)
｡
戦
後
こ
の
裏
利
益
の

分
配
問
題
を
め
ぐ
っ
て
'
楊
粂
三
と
そ
の
他
役
員
と
の
問
で
争
い
が

お
き
た
｡
議
論
の
す
え
'
結
局
裏
利
益
は
'
勝
利
奨
金
六
%
､
職
員

三
四
%
へ
役
員
及
び
監
査
役
六
%
へ
株
主
五
四
%
の
比
率
で
分
配
さ

(
2
)

れ
る
こ
と
で
決
着
し
た
｡
し
か
し
'
以
前
よ
り
楊
条
三
に
不
満
を

も
っ
て
い
た
楊
季
謙
は
う
楊
棄
三
と
対
立
し
た
役
員
に
-
わ
え
て
､

(
8
)
　
　
(
H
)

劉
航
探
･
徐
堰
な
ど
の
有
力
者
や
'
楊
季
謙
を
お
す
海
外
留
学
経
験

職
員
な
ど
の
支
持
を
と
り
つ
け
へ
反
楊
条
三
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
'

楊
条
三
に
退
陣
を
要
求
す
る
(
『
衆
興
誠
銀
行
』
二
〇
二
頁
)
｡
こ
れ

を
う
け
て
一
九
四
五
年
一
二
月
へ
楊
条
三
は
董
事
会
に
董
事
長
お
よ

∴
ご

び
総
経
理
の
辞
表
を
提
出
し
'
了
承
さ
れ
た
｡
楊
条
三
は
新
設
さ
れ

た
高
等
顧
問
に
就
任
し
て
経
営
の
一
線
か
ら
身
を
退
き
'
彼
に
か

わ
っ
て
楊
季
謙
が
董
事
長
の
座
に
つ
い
た
｡
こ
う
し
て
衆
興
誠
銀
行

の
経
営
の
主
導
権
は
'
楊
季
謀
の
手
に
握
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
｡

=
　
新
体
制
成
立
後
の
衆
興
誠
銀
行
(
一
九
四
六
～
一
九
四

八
年
)

(
一
)
楊
季
謙
と
衆
興
誠
銀
行
の
新
展
開

新
た
に
董
事
長
に
就
任
し
た
楊
季
謙
は
う
一
連
の
銀
行
復
興
策
を

う
ち
だ
し
て
い
く
｡
ま
ず
へ
　
懸
案
の
課
題
で
あ
っ
た
本
拠
移
転
へ
む

け
た
措
置
と
し
て
､
l
九
四
六
年
1
0
月
一
日
へ
総
管
理
処
駐
中

(
上
海
)
　
桝
事
処
を
設
立
し
た
｡
総
管
理
処
の
機
能
に
つ
い
て
は
へ
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衷1　衆興誠銀行機構の推移

地区 1915年頃 1937年頃 1943年頃 1947年末

重慶地区 総行

総管理処 総首Bl1̂ 総管理処
重慶分行 重慶分行 重慶分行

重慶民権路難事処 重慶民権路桝事処 重慶民権路好事処
重慶上清寺新車処 重慶上清寺射事処 重慶上清寺難事処

四川地区

万県分行 万県分行 万県分行 万県分行

成部分行
成都分行 成都分行 成都分行

成部首泉街難事処 成都電泉街桝事処 成部首泉街桝事処
成都南望衝動宰事処 成都岡堂街雛事処 成都岡堂街好事処

自流井難事処 自流井桝事処 自流井劫辛事処 自流井難事処
内江桝事処 ¥H¥1輔事 内江桝事処
遁県劾宰事処 櫨県桝事処 漣県劾学事処
濯県雛事処 宜賓桝事処 宜賓難事処
浩陵難事処 培陵桝事処

濯県雛事処
楽山新事処 楽山新事処
遂寧桝事処 遂寧難事処
新都雛事処
金堂桝事処 趨家渡雛事処
簡陽群事処
南充難事処

雲南 .貴
州地区

昆明分行 昆明分行
貴陽支行 貴陽支行

長江下流

. 沿海地
区

上海分行

上海分行

上海分行

総管理処駐申桝事処
上海分行

上海静安寺桝事処 上海静安寺雛事処
上海八仙橋難事処 上海八仙橋雛事処

南京支行 南京支行
蘇州支行
杭州支行
広州分行

柳州支行
広州分行

香港雛事処 香港雛事処

長江中流
地区

漢口分行
漢口分行

漢口分行
漢口分行

長沙支行 長沙支行
老河口支行 老河口支行
沙市劾宰事処 沙市難事処

阪陵支行
沙市勃辛事処

宜呂難事処 宜昌雛事処 宜呂難事処
常徳難事処 常徳桝事処

華北地区 北平支行
北平支行 北平支行
天津分行 天津分行

出所) 1915年､ 1937年､ 1943年については､ ｢衆興誠銀行三十年来概況｣ 『四川経済季刊』第1巻第
1期､ 1943年12月､ 187-188頁参照1947年については､ ｢本行組織拡大之経過｣ 『東屋月刊』第2
巻第3期､ 1948年9月参照｡
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(185)　日中戦争後の民間銀行

表2　衆興誠銀行歴年利潤の推移(1916-1949)

年 度 滴 ft 単 寸
利 益 - 損 益

純 益 額 m & m合 計 為替 収 入 利 息収 入

19 16 銀 元 680 506 35 200 480 400

19 18 銀 元 706 505 200 3 06 400 700

1920 銀 元 1,024 125 599 550 474 1 ,000

192 2 銀 元 896 326 5 18 735 161 1 ,000

1924 銀 元 667 172 352 539 128 1 ,000

1926 銀 元 927 253 3-ll "2 ¥ 206 1 ,000

1928 銀 元 935 492 244 7 66 169 1 ,000

1930 銀 元 1,282 369 658 1 ,0 63 219 1 ,000

193 2 銀 元 1,376 577 502 1 ,102 274 1 ,000

1933 銀 元 611 103 42 1 蝣155 156 1 ,000

1934 銀 元 855 286 370 5 05 350 1 ,000

1935 銀 元 876 371 5 18 7 08 168 1 ,000

1936 銀 元 793 101 623 5 79 214 1 ,000

1937 法 幣 733 120 n .a . 5 19 214 2 ,000

1938 法 幣 1 ,129 325 905 8 56 273 2 ,000

1939 法 幣 4 ,067 1 ,290 1,427 3 ,500 567 2 ,000

1940 法 幣 5 ,612 2 ,450 2 ,780 4 ,0 16 1 ,596 4 ,000

194 1 法 幣 ll ,035 2 ,464 7 ,399 6 ,4 56 4 ,579 4 ,000

1942 法 幣 19 ,454 5 ,873 ll,93 1 16 ,8 59 2 ,595 4 ,000

1943 法 幣 45 ,239 24 ,718 18 ,130 40 ,965 4 ,274 10 ,0 00

1944 法 幣 130 ,518 61 ,279 64 ,858 126 ,007 4 ,511 10 ,0 00

1945 法 幣 543 ,047 275 ,844 25 1,869 535 ,87 1 7 ,176 10 ,0 00

1946 法 幣 5 ,663 ,724 2 ,004 ,449 3 ,529 ,864 5 ,305 ,943 3 57 ,78 1 10 ,000

1947 法 幣 49 ,490 ,703 0 ,178 ,180 19,3 12 ,523 48 ,709 ,48 7 781 ,216 10 ,000

1948 金 円 8 ,738 5 ,055 5 ,055 1,230 508 2 ,0 00

1949 人 民 幣 13 ,533 ,002 3 ,616 ,621 7 ,92 1,788 12 ,540 ,974 9 92 ,028 n .a ･

荏)単位-千元1916年-1932年までは､ 2年に一度の決算となっている｡

出所: 『衆興誠銀行』 140-141頁｡

当
面
会
計
部
門
を
垂
慶
へ
の
こ
し
'
そ
の

他
の
部
門
を
す
べ
て
上
海
へ
移
転
す
る
こ

(s:

と
と
さ
れ
て
い
た
｡
こ
う
し
て
事
実
上
本

拠
の
移
転
が
実
現
さ
れ
た
｡

つ
ぎ
に
楊
季
謙
は
､
駐
中
桝
事
処
を
足

が
か
り
と
し
て
'
回
民
政
府
側
と
の
関
係

強
化
に
力
を
注
い
だ
｡
そ
の
結
果
へ
一
九

四
六
年
へ
外
貨
取
引
が
中
央
銀
行
に
よ
る

(S)

認
可
指
定
制
と
な
っ
た
さ
い
へ
　
四
川
で
は

唯
二
全
国
で
二
九
行
の
外
為
指
定
銀
行

に
選
定
さ
れ
た
｡
こ
れ
と
同
時
に
へ
　
総
管

理
処
に
国
際
金
融
取
引
を
お
こ
な
う
機
関

と
し
て
国
外
部
を
設
置
す
る
と
と
も
に
へ

重
慶
･
昆
明
･
上
海
･
広
州
の
各
分
行
に

も
国
外
分
部
を
設
置
し
､
送
金
や
為
替
な

ど
の
国
際
業
務
を
積
極
的
に
展
開
し
て

い
っ
た
｡
こ
れ
に
く
わ
え
て
､
運
輸
･
鉄

道
･
塩
業
な
ど
へ
の
投
資
を
積
極
的
に
お

こ
な
い
'
信
託
･
保
険
業
に
も
手
を
ひ
ろ

(S)

げ
て
い
っ
た
｡
さ
ら
に
組
織
面
で
も
'
営
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業
効
率
の
落
ち
た
四
川
地
区
の
耕
事
処
な
ど
を
統
廃
合
す
る
と
と
も

に
へ
長
江
下
流
地
域
の
分
行
･
支
行
を
増
加
さ
せ
て
い
っ
た
　
(
義

一

)

0戦
前
の
衆
興
誠
銀
行
は
､
長
江
貿
易
に
さ
い
し
て
用
い
る
内
国
為

替
業
務
な
ど
の
商
業
金
融
が
主
た
る
収
入
源
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
た

い
し
て
楊
季
謙
の
董
事
長
就
任
以
降
は
､
業
務
面
で
の
国
際
化
･
多

角
化
が
す
す
ん
で
い
っ
た
｡
こ
う
し
た
と
り
く
み
に
よ
り
へ
一
九
四

六
年
度
の
決
算
は
'
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
て

(
2
6
)

も
大
幅
な
収
益
増
と
な
っ
た
　
(
表
二
)
｡
し
か
し
､
銀
行
の
国
際

化
･
産
業
金
融
化
路
線
は
'
人
件
費
や
営
業
所
開
設
費
な
ど
'
経
費

の
大
幅
な
増
大
を
と
も
な
っ
た
｡
そ
の
結
果
へ
一
九
四
七
年
度
決
算

で
は
､
支
出
増
加
の
た
め
､
営
業
利
益
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か

岨
喝
的

わ
ら
ず
'
純
益
が
実
質
的
に
大
き
-
減
少
し
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
に

楊
季
謙
ら
に
よ
る
新
た
な
路
線
は
'
当
初
か
ら
破
綻
へ
の
要
因
を
か

か
え
て
い
た
の
で
あ
る
｡

(
二
)
経
済
研
究
室
の
活
動
と
楊
奨
三

乗
興
誠
銀
行
は
設
立
当
初
よ
り
多
様
な
人
物
を
経
営
に
と
り
こ
ん

で
い
た
｡
衆
興
誠
銀
行
の
董
事
や
監
事
(
監
察
人
)
　
に
は
'
国
民
政

府
財
政
関
係
の
大
物
で
あ
っ
た
劉
航
環
や
､
後
に
国
民
政
府
財
政
部

長
を
つ
と
め
る
こ
と
と
な
る
徐
堰
へ
四
川
民
政
司
司
長
や
財
政
部
参

(
c
S
)

事
な
ど
を
つ
と
め
た
襲
農
胞
へ
元
四
川
軍
閥
の
但
慾
辛
な
ど
､
国
民

党
系
の
政
財
界
人
が
名
を
つ
ら
ね
て
い
た
｡
新
た
に
実
権
を
握
っ
た

楊
季
謙
は
う
彼
ら
と
の
関
係
を
つ
う
じ
て
国
民
政
府
と
の
連
繋
を
と

(
S
3

り
'
業
務
の
発
展
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
っ
た
｡

こ
れ
ら
政
財
界
の
要
人
の
は
か
に
'
日
中
戦
争
が
全
面
化
し
た
一

九
三
八
年
に
前
後
し
て
､
民
主
党
派
や
中
国
共
産
党
な
ど
に
近
い
人

物
が
'
銀
行
の
経
営
に
く
わ
わ
っ
て
い
た
｡
た
と
え
ば
､
当
時
衆
興

(
S
)

誠
銀
行
で
董
事
兼
協
理
(
副
頭
取
)
を
つ
と
め
て
い
た
黄
墨
滴
は
'

工
商
業
者
を
中
心
に
組
織
さ
れ
､
人
民
共
和
国
成
立
後
に
民
主
諸
党

派
の
一
翼
を
に
な
う
こ
と
と
な
る
へ
中
国
民
主
建
国
会
の
創
設
メ
ン

バ
ー
で
あ
っ
た
｡
黄
墨
滴
の
存
在
は
t
の
ち
に
楊
受
百
や
楊
暁
波
な

ど
'
楊
家
の
若
い
世
代
が
中
国
民
主
建
国
会
へ
加
入
し
て
い
-
き
っ

か
け
と
な
っ
た
｡
ま
た
経
済
研
究
室
主
任
(
後
述
)
で
あ
っ
た
高
興

亜
は
'
北
京
大
学
露
文
系
卒
業
後
へ
モ
ス
ク
ワ
中
山
大
学
に
留
学
L
へ

国
立
西
北
大
学
､
四
川
大
学
に
お
い
て
教
鞭
を
と
る
一
方
､
か
つ
て

C
m
)

鴻
玉
祥
の
秘
書
長
も
つ
と
め
た
人
物
で
あ
っ
た
｡
彼
は
垂
慶
が
抗
日

戦
争
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
た
一
九
四
〇
年
､
周
恩
来
の
指
示
に
よ
っ

f
c
o
¥

{
c
o
J
(
3
)

て
'
劉
航
環
へ
慮
作
字
へ
何
北
衝
へ
楊
奨
三
ら
の
資
本
家
を
団
結
さ

(
S
)

せ
よ
う
と
す
る
工
作
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
い
､
中
国
共
産
党
と
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一
定
の
関
係
を
も
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
人
物
の
多

-
は
'
重
慶
に
戦
時
首
都
が
お
か
れ
､
各
地
か
ら
人
材
が
集
ま
っ
て

い
た
時
期
に
銀
行
へ
は
い
っ
て
い
る
｡
政
財
界
人
と
の
関
係
が
良
好

で
な
か
っ
た
楊
粂
三
は
'
日
中
戦
争
期
以
降
､
こ
の
よ
う
な
比
較
的

新
し
く
衆
興
誠
銀
行
に
く
わ
わ
っ
た
人
々
と
の
関
係
を
深
め
て
い
た
｡

戦
後
へ
楊
季
謙
ら
が
銀
行
経
営
の
方
針
転
換
を
す
す
め
る
一
方
で
も

果
興
誠
銀
行
に
お
け
る
経
営
の
実
権
を
う
し
な
っ
た
楊
条
三
は
､
独

自
の
経
営
方
針
の
策
定
を
す
す
め
よ
う
と
し
て
い
た
｡
そ
こ
で
彼
の

よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
の
が
'
一
九
三
七
年
､
楊
粟
三
の
発
案
の
も

(
8
)

と
､
当
時
の
大
規
模
銀
行
に
お
け
る
経
営
方
針
立
案
機
関
を
範
と
し

て
設
立
さ
れ
た
'
経
済
研
究
室
で
あ
っ
た
｡
同
室
は
設
立
当
初
よ
り

彼
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
て
お
り
へ
一
九
四
八
年
当

(Si

時
は
'
高
興
亜
､
宮
廷
埠
を
は
じ
め
と
す
る
五
名
の
人
員
に
よ
っ
て

(
8
)

構
成
さ
れ
て
い
た
｡
彼
ら
の
任
務
は
'
経
営
方
針
の
策
定
の
た
め
の

基
礎
的
な
研
究
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
の
内
容
の
最
も
特

徴
的
な
例
と
し
て
'
7
九
四
八
年
九
月
へ
宮
廷
埠
が
機
関
誌
『
東
屋

(
8
)

月
刊
』
　
に
お
い
て
発
表
し
た
文
章
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

宮
は
､
ま
ず
中
国
の
銀
行
制
度
が
日
中
戦
争
を
へ
て
放
任
か
ら
統

制
へ
と
変
化
し
て
き
た
過
程
を
概
観
し
た
う
え
で
'
や
が
て
ソ
連
の

よ
う
な
計
画
経
済
･
国
有
経
済
へ
と
い
た
る
と
い
う
認
識
萱
不
し
た
｡

ま
た
　
｢
三
民
主
義
は
社
会
主
義
の
一
種
｣
　
で
あ
り
'
｢
我
が
国
の
経

済
制
度
も
社
会
主
義
の
経
済
制
度
と
な
る
｣
と
し
､
将
来
土
地
改
革

と
工
業
の
国
有
化
が
な
さ
れ
た
時
に
は
'
｢
銀
行
は
も
は
や
私
人
の

所
有
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
｣
と
し
た
｡
た
だ
し
へ
銀
行
の
国
営

化
に
よ
り
民
間
資
本
が
没
収
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
へ
　
｢
社

会
全
体
に
お
い
て
社
会
主
義
を
実
行
す
る
の
か
へ
新
民
主
主
義
を
実

行
す
る
の
か
で
決
ま
る
｣
う
え
へ
社
会
主
義
を
採
用
す
る
と
し
て
も
'

1
定
の
　
｢
過
渡
期
を
へ
た
後
に
銀
行
の
国
営
化
の
段
階
に
達
す
る
｣

と
し
た
｡

つ
ぎ
に
宮
は
'
過
渡
期
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
'
①
銀
行
の
種

類
と
数
は
現
状
を
維
持
し
'
こ
れ
以
上
の
増
設
を
許
可
し
な
い
'
②

中
央
銀
行
を
健
全
化
L
へ
　
｢
中
央
銀
行
｣
　
と
し
て
の
機
能
を
強
化
さ

せ
る
③
国
営
銀
行
内
の
民
間
資
本
を
減
ら
し
'
政
府
資
本
を
増
加
さ

せ
る
｡
民
間
銀
行
で
政
府
資
本
の
あ
る
も
の
は
暫
時
そ
の
ま
ま
に
L
へ

資
本
の
薄
弱
な
も
の
に
つ
い
て
は
合
併
を
う
な
が
す
'
④
銀
行
業
務

の
分
業
化
を
す
す
め
､
民
間
銀
行
は
商
業
資
金
の
融
通
に
特
化
し
'

工
業
化
を
加
速
す
る
た
め
銀
行
団
を
形
成
し
て
投
資
活
動
を
お
こ
な

う
､
⑤
銀
行
が
直
接
商
業
･
貨
物
業
を
経
営
す
る
こ
と
や
'
金
銀
･

外
貨
の
売
買
へ
不
動
産
取
引
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
｡
外
国

銀
行
は
国
際
為
替
業
務
の
み
を
お
こ
な
い
'
一
般
中
国
人
と
の
取
引
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を
禁
止
す
る
へ
　
と
い
っ
た
見
通
し
を
示
し
た
｡

さ
ら
に
宮
は
'
過
渡
期
を
へ
て
国
有
化
の
段
階
に
達
し
た
さ
い
の

理
想
的
方
法
に
つ
い
て
へ
①
銀
行
は
国
営
･
公
営
の
二
種
類
に
な
り
'

民
間
金
融
は
一
般
企
業
に
改
変
さ
れ
へ
銀
行
業
務
を
経
営
し
な
く
な

る
､
②
国
営
銀
行
は
長
期
信
用
業
務
を
主
と
す
る
｡
地
方
公
営
銀
行

は
各
地
方
の
実
業
開
発
お
よ
び
短
期
信
用
業
務
を
お
こ
な
う
､
③
こ

れ
ら
の
銀
行
は
す
べ
て
中
央
銀
行
の
管
轄
下
に
お
き
へ
　
国
家
財
政
と

金
融
を
分
離
す
る
へ
　
と
い
っ
た
見
通
し
を
示
し
て
い
る
｡

宮
廷
埠
が
示
し
た
こ
れ
ら
の
認
識
は
'
国
民
政
府
に
よ
る
一
連
の

統
制
政
策
を
'
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
と
み
な
す
現
状
理
解
を
下
敷

き
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
重
要
な
の
は
､
将
来
き
た
る
べ

き
社
会
主
義
化
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
銀
行
が
国
営
化
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
く
へ
一
定
期
間
そ
の
存
在
が
維
持
さ
れ
る
と
の
見
通
し
が
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
認
識
は
'
毛
沢
東
の
　
｢
聯
合

(
S
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
5
)

政
府
論
｣
や
'
後
の
　
｢
共
同
綱
領
｣
　
の
内
容
と
共
通
す
る
点
が
あ
る

う
え
へ
人
民
共
和
国
成
立
後
す
す
め
ら
れ
た
公
私
合
営
化
の
手
順
と

重
な
る
面
が
多
-
み
ら
れ
'
中
国
共
産
党
の
立
場
を
反
映
し
た
も
の

(Sサ

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡

一
九
四
八
年
当
時
､
国
民
政
府
と
共
産
党
に
よ
る
内
戦
は
'
共
産

党
側
の
優
勢
へ
と
転
じ
っ
つ
あ
っ
た
｡
重
慶
を
中
心
と
す
る
営
業
の

継
続
を
め
ざ
す
楊
粂
三
に
と
っ
て
､
と
-
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
'

共
産
主
義
を
奉
ず
る
政
権
が
成
立
し
た
後
も
'
果
興
誠
銀
行
の
存
続

が
確
保
さ
れ
る
か
ど
う
か
t
　
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
｡
こ
の
点
で
､

銀
行
存
続
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
宮
廷
埠
の
認
識
は
'
楊
粂
三
が
銀

行
の
重
慶
残
留
を
決
断
す
る
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
'
大
き
な
影

響
を
あ
た
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

共
産
党
政
権
が
成
立
し
て
ま
も
な
く
へ
楊
条
三
は
｢
社
会
主
義
へ

と
い
た
る
過
程
は
'
必
然
的
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
｣
　
こ
と
や
'
こ

の
た
め
に
必
要
な
準
備
や
研
究
を
重
ね
た
こ
と
を
再
三
述
懐
し
て
い

(
3
)る

｡
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
後
付
け
的
自
負
の
念
も
こ
め
ら
れ
て
い
る

が
'
こ
う
し
た
認
識
が
'
当
時
の
楊
粂
三
の
現
状
認
識
と
な
っ
て
い

た
と
も
い
え
る
｡
楊
棄
三
は
､
楊
家
内
部
の
争
い
や
銀
行
内
の
人
間

関
係
と
と
も
に
へ
政
権
交
代
後
の
銀
行
存
続
を
も
み
こ
ん
で
､
共
産

党
に
近
づ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

‖
　
時
局
の
急
転
と
果
興
誠
銀
行
(
一
九
四
八
～
一
九
四

九
)

(
一
)
｢
財
政
経
済
緊
急
処
分
令
｣
と
衆
興
誠
銀
行

一
九
四
七
年
九
月
の
人
民
解
放
軍
総
反
撃
以
降
へ
国
共
内
戦
の
戦

局
は
運
転
し
て
共
産
党
側
が
優
勢
と
な
っ
た
｡
一
九
四
八
年
に
は
い

る
と
も
中
国
東
北
部
を
中
心
に
共
産
党
に
よ
る
都
市
部
の
掌
握
が
本
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格
化
し
'
同
年
末
ま
で
に
は
､
権
力
の
集
中
･
都
市
接
収
経
験
の
共

(
3
)

有
･
政
策
立
案
の
統
l
を
可
能
と
す
る
制
度
が
l
応
の
完
成
を
み
た
o

華
北
地
区
に
お
い
て
共
産
党
の
支
配
地
域
が
拡
大
す
る
の
と
同
時
に
へ

国
民
政
府
の
支
配
領
域
で
は
深
刻
な
経
済
危
機
に
み
ま
わ
れ
て
い
た
｡

戦
費
調
達
の
た
め
大
増
刷
さ
れ
た
法
幣
は
大
き
く
そ
の
価
値
が
低
下

し
､
物
価
は
一
九
四
五
年
の
三
八
〇
倍
以
上
へ
対
米
ド
ル
･
金
レ
-

CS)

ト
な
ど
も
三
〇
〇
倍
近
く
ま
で
跳
ね
上
が
っ
た
｡
急
速
な
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
国
民
政
府
は
'
一
九

四
八
年
八
月
､
｢
財
政
経
済
緊
急
処
分
令
｣
を
下
す
と
と
も
に
へ
　
｢
金

円
券
発
行
耕
法
｣
を
公
布
し
た
｡
こ
れ
は
一
九
三
五
年
の
法
幣
導
入

に
続
く
二
度
目
の
幣
制
改
革
で
あ
り
'
法
幣
は
三
〇
〇
万
対
一
の
比

率
で
金
円
券
に
交
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
'
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
波
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
ま
た
1
九
四
九
年
七
月

に
は
'
金
円
を
廃
止
し
て
銀
元
券
を
導
入
す
る
三
度
目
の
幣
制
改
革

が
お
こ
な
わ
れ
る
が
'
経
済
危
機
を
の
り
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま

ま
へ
国
民
政
府
の
支
配
体
制
は
瓦
解
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
｡

こ
う
し
た
流
れ
は
'
中
国
に
お
け
る
経
済
流
通
シ
ス
テ
ム
や
交
通

網
な
ど
に
大
き
な
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
｡
こ
こ
に
お
い
て
楊
季
謙

ら
の
す
す
め
て
き
た
国
際
化
･
産
業
金
融
路
線
は
'
変
更
を
よ
ぎ
な

-
さ
れ
て
い
-
.
ま
ず
戦
況
の
悪
化
か
ら
'
衆
興
誠
銀
行
は
'
か
ね

て
す
す
め
て
い
た
本
拠
の
上
海
移
転
を
撤
回
す
る
と
と
も
に
へ
駐
中

射
事
処
の
規
模
を
大
幅
に
縮
小
し
'
重
慶
へ
再
統
合
せ
ざ
る
を
え
な

(
3
0

く
な
っ
た
｡
ま
た
各
地
支
店
の
経
営
を
緊
縮
型
に
あ
ら
た
め
へ
　
長
期

貸
付
･
長
期
為
替
業
務
な
ど
を
停
止
し
'
戦
前
の
短
期
信
用
･
商
業

金
融
重
視
の
方
針
に
転
換
し
た
｡
ま
た
へ
上
海
･
南
京
分
行
の
人
員

を
疎
開
さ
せ
た
｡
こ
の
結
果
へ
　
l
九
四
八
年
の
策
興
誠
銀
行
の
営
業

'
'
-
T
'

は
大
き
く
収
縮
し
､
こ
れ
ま
で
と
一
転
し
て
営
業
不
振
に
陥
っ
た
｡

一
方
で
支
出
額
の
減
少
に
よ
り
､
純
益
が
利
益
に
占
め
る
割
合
は
回

復
を
み
せ
た
｡
こ
う
し
て
'
楊
季
謙
が
1
九
四
五
年
末
よ
り
お
し
す

す
め
て
き
た
拡
大
路
線
は
､
戦
前
の
地
域
的
商
業
銀
行
路
線
へ
と
回

帰
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

(
二
)
政
権
交
代
へ
む
け
た
活
動

国
共
内
戦
が
激
し
さ
を
増
す
な
か
で
'
中
国
で
は
国
民
政
府
か
ら

共
産
党
政
府
へ
の
政
権
交
代
を
み
こ
し
た
動
き
が
本
格
化
し
は
じ
め

た
｡
長
江
下
流
域
で
は
一
九
四
八
年
な
か
ば
よ
り
も
資
本
を
香
港
へ

逃
避
さ
せ
る
動
き
が
急
速
に
広
ま
り
'
六
〇
〇
億
香
港
ド
ル
以
上
の

(
3
)

資
金
が
上
海
か
ら
香
港
へ
流
れ
た
｡
ま
た
一
九
四
八
年
末
頃
か
ら
'

国
民
政
府
系
の
官
僚
や
有
力
者
の
中
国
大
陸
離
脱
が
は
じ
ま
っ
た
｡

楊
季
謙
の
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
劉
航
環
や
徐
堪
ら
政
財
界
の
大
物
は
'
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相
継
い
で
垂
慶
か
ら
香
港
や
台
湾
へ
逃
亡
し
て
ゆ
き
へ
衆
興
誠
銀
行

で
は
主
要
人
員
が
相
継
い
で
辞
任
し
て
い
っ
た
｡

さ
ら
に
l
九
四
九
年
に
は
い
る
と
'
北
平
(
北
京
へ
一
月
)
　
や
南

京
(
四
月
)
へ
上
海
(
五
月
)
､
漠
口
　
(
五
月
)
　
な
ど
の
大
都
市
が
'

人
民
解
放
軍
に
よ
っ
て
｢
解
放
｣
さ
れ
て
い
っ
た
｡
戦
火
が
北
方
か

ら
南
方
へ
と
ひ
ろ
が
る
に
つ
れ
､
果
興
誠
銀
行
で
は
各
行
の
連
繋
が

遮
断
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
､
各
地
で
国
民
政
府
軍
政
当
局
か
ら
｢
寄

(
3
)

付
｣
や
｢
献
糧
｣
を
名
目
と
し
た
財
産
の
供
出
を
要
求
さ
れ
'
経
営

状
態
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て
い
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
で
､
策
興
誠
銀
行
で
は
'
総
管
理
処
移

転
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
対
立
の
構
図
が
ふ
た
た
び
表
面
化
す

る
こ
と
と
な
る
｡
ま
ず
､
銀
行
の
拡
大
路
線
展
開
に
失
敗
し
た
楊
季

謙
は
う
共
産
党
の
も
と
で
の
民
間
銀
行
存
続
は
あ
り
え
な
い
と
の
認

(S)

識
か
ら
へ
銀
行
の
国
外
離
脱
を
は
か
っ
た
｡
彼
は
一
九
四
九
年
は
じ

め
ご
ろ
か
ら
､
資
本
の
香
港
移
転
と
香
港
に
お
け
る
新
銀
行
設
立
の

た
め
に
へ
香
港
で
運
動
を
お
こ
な
い
､
の
ち
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
保

(｣5

険
会
社
を
設
立
し
て
い
く
｡

こ
れ
に
た
い
し
て
へ
　
経
営
の
一
線
か
ら
退
き
'
一
九
四
八
年
に
は

高
等
顧
問
の
職
も
辞
し
て
い
た
楊
粂
三
は
､
地
域
的
商
業
銀
行
路
線

に
よ
り
へ
中
国
国
内
で
の
営
業
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
｡
こ
の
た
め

に
は
､
地
方
の
政
治
を
掌
握
す
る
こ
と
と
な
る
新
政
府
と
の
関
係
を

も
つ
こ
と
が
重
要
と
な
る
｡
楊
条
三
は
み
ず
か
ら
の
人
脈
を
つ
う
じ

て
､
次
期
政
権
を
に
な
う
こ
と
が
確
実
で
あ
っ
た
中
国
共
産
党
と
接

触
す
る
た
め
へ
一
九
四
九
年
1
月
頃
よ
り
､
｢
解
放
｣
　
ま
も
な
い
北

京
へ
お
も
む
き
へ
財
政
･
金
融
関
係
の
要
人
に
近
づ
い
て
い
っ
た
｡

楊
粂
三
が
接
触
し
た
人
物
は
'
後
に
衆
興
誠
銀
行
に
共
産
党
政
府
側

代
表
の
一
人
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
曽
凌
ら
中
国
人
民
銀

行
の
幹
部
と
'
共
産
党
に
お
け
る
財
政
･
経
済
面
の
大
物
で
あ
り
'

当
時
北
京
で
人
民
共
和
国
政
府
の
樹
立
に
あ
た
っ
て
い
た
林
伯
渠
で

(g)

あ
っ
た
｡
楊
粂
三
は
､
こ
れ
ら
の
人
物
と
の
か
か
わ
り
を
つ
う
じ
て
'

重
慶
に
お
け
る
営
業
継
続
を
模
索
し
て
い
っ
た
｡

l
九
四
九
年
l
〇
月
一
日
､
北
京
に
お
い
て
中
華
人
民
共
和
国
が

成
立
し
た
｡
そ
し
て
同
年
一
一
月
三
〇
日
へ
人
民
解
放
軍
第
二
野
戦

軍
の
支
隊
に
よ
り
､
重
慶
が
｢
解
放
｣
さ
れ
た
｡
果
興
誠
銀
行
で
は
'

翌
一
九
五
〇
年
五
月
､
楊
季
謙
が
正
式
に
董
事
長
を
辞
任
し
て
香
港

へ
向
か
い
へ
　
そ
の
後
一
一
度
と
重
慶
の
地
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

こ
れ
に
か
わ
っ
て
楊
粂
三
の
甥
で
あ
る
楊
暁
波
が
新
董
事
長
兼
代
理

総
経
理
に
就
任
し
'
楊
粂
三
は
高
等
顧
問
の
職
に
返
り
咲
い
た
｡
こ

う
し
て
衆
興
誠
銀
行
は
'
共
産
党
政
権
の
も
と
で
新
た
な
営
業
方
針

を
模
索
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡
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お
わ
り
に

以
上
へ
本
稿
で
は
架
興
誠
銀
行
の
事
例
を
も
と
に
､
日
中
戦
争
後

の
民
間
銀
行
の
動
き
を
中
心
に
論
じ
た
｡
重
慶
の
一
民
間
銀
行
で

あ
っ
た
栗
興
誠
銀
行
で
は
､
戦
後
垂
慶
の
地
位
が
低
下
す
る
な
か
で
'

経
営
の
あ
り
か
た
に
端
を
発
し
た
内
紛
が
お
こ
っ
た
｡
そ
の
な
か
で
'

ア
メ
リ
カ
留
学
を
経
験
し
､
経
営
の
国
際
化
･
産
業
金
融
化
を
志
向

す
る
楊
季
謙
が
台
頭
L
へ
　
国
民
政
府
に
よ
る
金
融
管
理
政
策
に
適
応

す
べ
-
'
上
海
へ
の
本
拠
移
転
や
'
国
際
業
務
･
投
資
活
動
の
展
開

な
ど
に
積
極
的
に
と
り
-
ん
で
い
-
｡
そ
の
一
方
で
､
地
域
的
な
経

営
を
お
こ
な
っ
て
き
た
か
つ
て
の
実
力
者
楊
粟
三
は
､
楊
季
謙
と
の

対
立
や
経
済
研
究
室
の
活
動
を
通
し
た
現
状
認
識
か
ら
'
対
局
の
立

場
に
あ
っ
た
共
産
党
に
接
近
し
て
い
っ
た
｡

国
民
政
府
体
制
の
瓦
解
に
よ
り
中
国
に
ふ
た
た
び
混
乱
の
時
代
が

お
と
ず
れ
る
と
'
衆
興
誠
銀
行
は
深
刻
な
営
業
危
機
に
陥
っ
た
｡
こ

の
な
か
で
衆
興
誠
銀
行
内
で
は
､
銀
行
の
国
外
離
脱
を
は
か
る
立
場

と
､
国
内
で
の
営
業
継
続
を
志
向
す
る
立
場
が
あ
ら
わ
れ
た
｡
前
者

は
中
国
大
陸
を
離
れ
へ
　
後
者
は
共
産
党
と
の
関
係
を
む
す
び
な
が
ら
へ

銀
行
の
存
続
を
選
択
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

果
興
誠
銀
行
内
部
の
対
立
の
構
図
は
'
銀
行
の
国
際
化
･
産
業
金

融
化
路
線
と
'
地
域
的
商
業
銀
行
路
線
の
ほ
ざ
ま
で
ゆ
れ
う
ご
い
た

結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
た
だ
し
衆
興
誠
銀
行
全
体
か
ら
み
れ
ば
'

対
立
の
主
体
で
あ
る
銀
行
の
経
営
者
た
ち
は
'
銀
行
の
存
続
お
よ
び

発
展
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
手
を
つ
く
し
て
動
い
て
い
た
の
で
あ
り
へ

国
家
や
党
派
と
の
関
係
は
そ
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
そ

の
な
か
で
'
地
域
志
向
が
強
く
へ
　
時
代
か
ら
と
り
の
こ
さ
れ
た
か
に

み
え
た
楊
粟
三
が
'
混
乱
の
な
か
で
現
実
的
選
択
と
し
て
え
ら
ん
だ

の
が
'
次
期
政
権
で
あ
る
中
国
共
産
党
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

人
民
共
和
国
成
立
後
へ
衆
興
誠
銀
行
は
ひ
と
ま
ず
存
続
す
る
こ
と

と
な
っ
た
が
'
楊
条
三
を
は
じ
め
と
す
る
経
営
者
た
ち
は
'
共
産
党

の
理
念
に
共
鳴
し
て
残
留
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
社
会

主
義
化
の
即
時
実
行
は
な
い
と
の
認
識
か
ら
'
地
域
的
営
業
に
よ
っ

て
国
家
銀
行
で
あ
る
中
国
人
民
銀
行
に
対
抗
し
て
い
こ
う
と
す
る
｡

し
か
し
'
人
民
共
和
国
が
朝
鮮
戦
争
に
参
戦
し
た
一
九
五
〇
年
一
〇

月
前
後
､
銀
行
を
と
り
ま
-
政
治
的
･
経
済
的
環
境
は
大
き
く
変
化

し
て
い
っ
た
｡
そ
の
な
か
で
'
工
商
業
者
を
対
象
と
し
た
｢
五
反
運

動
｣
な
ど
の
大
衆
運
動
に
よ
り
へ
　
果
興
誠
銀
行
の
経
営
者
は
批
判
の

矢
面
に
た
た
さ
れ
た
｡
そ
う
す
る
と
彼
ら
は
一
転
し
て
銀
行
の
社
会

主
義
化
を
受
け
入
れ
て
い
き
'
一
九
五
三
年
に
は
銀
行
の
経
営
権
を

K
i
n
)

事
実
上
失
う
こ
と
と
な
る
｡
本
稿
で
み
た
よ
う
な
戦
後
内
戦
期
に
お
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け
る
能
動
的
な
銀
行
経
営
者
の
あ
り
か
た
は
'
そ
の
後
の
銀
行
の
急

速
な
社
会
主
義
化
へ
と
つ
な
が
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

!
Sな

お
へ
　
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
す
る
さ
い
に
は
､
楊
季
謙
の
よ
う

に
中
国
を
離
れ
た
人
々
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
が
'
こ

こ
で
は
詳
し
-
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
今
後
の
課
題
と
し
た

い
｡

(
-
)
　
な
お
同
銀
行
の
設
立
お
よ
び
日
中
戦
争
終
結
ま
で
の
変
容
の
過

程
に
つ
い
て
は
へ
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
｡

(
2
)
　
拙
稿
｢
『
解
放
』
後
の
重
慶
に
お
け
る
私
営
企
業
の
接
収
過
程

-
　
楊
家
､
栗
興
誠
銀
行
へ
　
中
国
共
産
党
　
-
　
｣
　
『
ア
ジ
ア
経
済
』

第
四
四
巻
第
一
二
号
､
二
〇
〇
一
二
年
｡

(
3
)
　
黄
監
曙
『
中
国
銀
行
業
史
』
太
原
‥
山
西
経
済
出
版
社
､
一
九

九
四
年
｡

(
4
)
　
程
霧
　
『
近
代
銀
行
制
度
建
設
思
想
研
究
　
(
1
八
五
九
1
1
九
四

九
)
』
上
海
財
経
大
学
出
版
社
､
1
九
九
九
年
.

C
I
O
)
　
J
i
,
Z
h
a
o
j
i
n
.
A
 
H
i
s
t
o
r
y
o
f
M
o
d
e
r
n
S
h
a
n
g
h
a
i
B
a
n
k
i
n
g

‥

T

h

e

 

R

i

s

e

 

a

n

d

 

D

e

c

l

i

n

e

 

o

f

 

C

h

i

n

a

'

s

 

F

i

n

a

n

c

e

 

C

a

p

i

t

a

l

i

s

m

.

M.E.Sharpe,2003.

(
6
)
　
例
え
ば
菊
池
1
隆
｢
重
慶
政
府
の
戦
時
金
融
　
-
　
『
四
聯
総

処
』
　
を
中
心
に
　
-
　
｣
　
(
中
国
現
代
史
研
究
全
編
　
『
中
国
国
民
政
府

史
の
研
究
』
汲
古
書
院
へ
　
1
九
八
六
年
)
　
や
､
韓
愉
輝
主
編
『
抗
戦

時
期
重
慶
的
経
済
』
　
(
重
慶
出
版
社
へ
一
九
九
五
年
)
へ
　
黄
立
入
｢
四

聯
総
処
的
産
生
､
発
展
和
衰
亡
｣
　
(
同
　
『
抗
戦
時
期
大
後
方
経
済
史

研
究
=
1
九
一
二
七
1
1
九
四
五
』
北
京
‥
中
国
棺
案
出
版
社
へ
　
l
九

九
八
年
)
　
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

(
7
)
　
周
勇
主
編
　
『
重
慶
通
史
　
第
三
巻
　
近
代
史
　
(
下
)
』
　
重
慶
出

版
社
へ
　
二
〇
〇
二
年
｡

(
8
)
　
中
国
民
主
建
国
会
重
慶
市
委
員
全
文
史
資
料
工
作
委
員
会
･
重

慶
市
工
商
業
聯
合
会
文
史
資
料
工
作
委
員
全
編
『
衆
興
誠
銀
行
』
重

慶
工
商
史
料
第
六
韓
へ
重
慶
北
槽
‥
西
南
師
範
大
学
出
版
社
､
一
九

八
七
年
｡

(
9
)
　
｢
財
部
特
派
員
調
査
各
金
融
機
関
(
一
九
四
五
年
九
月
二
四

日
)
｣
『
銀
行
週
報
』
第
二
九
巻
四
一
･
四
二
･
四
三
･
四
四
期
合
刊
へ

1
九
四
五
年
二
月
1
日
へ
一
五
頁
O

(
2
)
　
｢
収
復
区
商
営
金
融
機
関
清
理
非
法
(
l
九
四
五
年
九
月
二
四

日
)
｣
『
銀
行
週
報
』
第
二
九
巻
四
一
･
四
二
･
四
三
･
四
四
期
合
刊
､

l
九
四
五
年
1
　
1
月
l
日
､
l
五
1
1
六
頁
｡

(
=
0
　
財
政
部
令
液
参
字
第
六
二
l
五
号
へ
　
1
九
四
六
年
四
月
1
七
E
I
]

(
『
国
民
政
府
公
報
』
倫
字
第
一
七
二
号
､
一
九
四
六
年
四
月
二
三

蝣

a

j

(
2
)
　
｢
財
政
部
管
理
銀
行
新
法
　
(
1
九
四
六
年
四
月
一
七
日
公
布
)
｣

254



(193)　日中戦争後の民間銀行

『
国
民
政
府
公
報
』
愉
字
第
l
七
二
号
､
l
九
四
六
年
四
月
二
三
日
｡

(
2
)
　
J
i
,
o
p
.
c
i
t
.
p
.
p
.
2
2
0
-
2
2
1
.

(
3
)
　
｢
第
二
四
次
董
事
会
　
(
一
九
四
五
年
八
月
二
八
日
)
｣
衆
興
誠
商

業
銀
行
棺
案
　
[
〇
二
九
五
-
一
-
九
]
｡

0
2
)
　
｢
収
復
区
商
業
銀
行
復
員
耕
法
(
l
九
四
五
年
九
月
二
八
日
公

布
)
｣
『
銀
行
週
報
』
第
二
九
巻
四
一
･
四
一
一
･
四
三
･
四
四
期
合
刊
へ

l
九
四
五
年
二
月
一
日
､
1
六
五
｡

(
S
)
　
こ
の
よ
う
な
状
況
は
､
重
慶
銀
行
公
会
が
連
名
で
金
融
統
制
法

令
の
廃
止
を
訴
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
｡
｢
重
慶
市
銀

銭
両
業
請
廃
止
金
融
管
制
法
令
之
呈
文
｣
『
銀
行
週
報
』
第
三
〇
巻

第
二
七
期
､
l
九
四
六
年
七
月
一
五
日
｡

(
S
)
　
｢
本
行
難
難
締
造
之
経
過
　
(
疏
)
｣
　
『
莞
星
月
刊
』
　
第
l
巻
第
五

期
へ
　
l
九
四
七
年
l
 
l
月
へ
　
四
〇
～
四
一
百
｡

(
2
)
　
｢
第
三
八
次
董
事
会
　
(
一
九
四
七
年
1
0
月
二
〇
日
)
｣
衆
興
誠

商
業
親
行
棺
案
[
〇
二
九
五
-
二
1
一
二
｡

(
2
)
　
｢
臨
時
董
事
会
　
(
一
九
四
五
年
九
月
二
八
日
)
｣
　
果
興
誠
商
業
銀

行
棺
案
　
[
〇
二
九
五
-
二
I
I
 
O
]
｡

(
8
)
　
I
八
九
七
年
へ
　
四
川
虐
県
生
ま
れ
｡
北
京
大
学
卒
業
後
､
垂
慶

の
軍
閥
劉
湘
の
も
と
で
財
政
を
担
当
し
'
四
川
省
財
政
庁
長
､
四
川

省
銀
行
総
経
理
を
歴
任
｡
劉
湘
の
死
後
国
民
政
府
の
財
政
を
担
当
す

る
か
た
わ
ら
､
川
塩
銀
行
の
経
営
や
多
数
の
企
業
へ
の
出
資
を
通
し

て
重
慶
経
済
の
実
力
者
と
な
る
｡
一
九
四
九
年
香
港
に
わ
た
り
､
一

九
七
五
年
台
湾
で
死
去
｡
重
慶
市
地
方
志
編
委
会
総
編
室
『
重
慶
名

人
辞
典
』
四
川
大
学
出
版
社
へ
一
九
九
二
年
､
二
六
四
～
二
六
五
頁
｡

(
S
)
一
八
八
八
年
へ
　
四
川
省
生
ま
れ
｡
中
国
同
盟
会
に
-
わ
わ
っ
て

後
へ
国
民
政
府
で
財
政
･
金
融
政
策
に
か
か
わ
る
O
国
民
党
第
五
次

中
央
委
員
へ
財
政
部
次
長
､
糧
食
部
次
長
等
を
歴
任
｡
一
九
四
九
年

香
港
を
へ
て
米
国
に
わ
た
り
'
1
九
六
九
年
台
湾
で
死
去
O
李
盛
平

主
編
『
中
国
近
現
代
人
名
大
辞
典
』
北
京
‥
中
国
国
際
広
播
出
版
社
へ

一
九
八
九
年
へ
　
五
六
五
百
｡

｢
臨
時
第
二
六
次
董
監
会
議
　
(
l
九
四
五
年
1
　
1
月
一
四
日
)
｣

衆
興
誠
商
業
銀
行
棺
案
　
[
〇
二
九
五
-
二
-
九
]
｡

(
8
)
　
｢
第
四
〇
次
董
事
会
　
(
一
九
四
八
年
三
月
一
九
日
)
｣
衆
興
誠
商

業
銀
行
棺
案
　
[
〇
二
九
五
-
二
-
一
l
]
｡

｢
中
央
銀
行
管
理
外
匝
暫
行
群
法
(
一
九
四
六
年
二
月
二
五

日
)
｣
『
銀
行
週
報
』
第
三
〇
巻
二
　
一
二
･
一
三
･
l
四
期
合
刊
へ

一
九
四
六
年
四
月
一
日
へ
　
二
七
～
二
八
頁
｡

(
.
0
3
)
　
　
九
四
六
年
･
一
九
四
七
年
度
の
新
規
投
資
は
､
確
認
で
き
た

だ
け
で
も
五
三
四
二
万
六
二
〇
〇
元
に
の
ぼ
っ
て
い
る
｡
｢
本
行
難

難
締
造
之
経
過
｣
　
『
衆
星
月
刊
』
　
第
一
巻
第
六
期
､
1
九
四
七
年
一

二
月
へ
　
三
〇
～
三
二
頁
｡

当
時
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
状
況
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と

は
難
し
い
が
､
一
九
四
六
年
の
重
慶
卸
売
り
物
価
指
数
の
平
均
値
は
､

1
九
四
五
年
の
そ
れ
と
-
ら
べ
て
一
'
三
八
倍
の
上
昇
を
示
し
て
い
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る
　
(
｢
重
慶
基
要
商
品
亘
嘗
物
価
指
数
｣
　
呉
岡
編
　
『
旧
中
国
通
貨
膨

張
史
料
』
上
海
人
民
出
版
社
へ
一
九
五
八
年
へ
一
六
五
～
一
七
三

頁
)
｡
ま
た
同
様
に
1
九
四
七
年
は
二
'
三
八
倍
へ
一
九
四
八
年

は
三
八
一
･
九
九
倍
　
(
l
月
か
ら
幣
制
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
る
八
月

ま
で
の
数
値
)
　
と
な
っ
て
い
る
｡
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
数
値
を
当
面

の
目
安
と
し
た
｡

(
｣
)
一
九
四
七
年
度
の
純
益
は
､
l
九
四
六
年
度
の
二
倍
近
-
の
額

と
な
っ
て
い
る
が
'
前
述
の
よ
う
に
一
九
四
七
年
の
物
価
指
数
が
一

一
`
三
八
倍
の
上
昇
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
､
実
質
的

に
は
大
幅
な
減
益
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

¥
o
J
J
　
一
八
八
三
年
､
垂
慶
江
津
生
ま
れ
｡
l
九
〇
五
年
日
本
に
留
学

し
､
明
治
大
学
法
科
に
入
学
｡
こ
の
時
期
に
同
盟
会
に
加
入
｡
一
九

〇
九
年
帰
国
し
'
川
西
道
声
へ
　
四
川
民
生
司
司
長
を
歴
任
｡
反
蓑
世

凱
活
動
参
加
後
日
本
へ
亡
命
｡
蓑
世
凱
の
死
後
帰
国
し
'
北
京
政
府

財
政
部
参
事
な
ど
の
職
を
歴
任
す
る
か
た
わ
ら
､
衆
興
誠
銀
行
天
津

分
行
･
北
平
分
行
の
経
理
に
就
任
｡
｢
解
放
｣
後
は
西
南
軍
政
委
員

会
人
民
監
察
全
委
員
に
就
任
｡
一
九
五
七
年
死
去
｡
前
掲
『
重
慶
名

人
辞
典
』
六
二
～
六
三
頁
｡

一
八
八
四
年
､
四
川
栄
県
生
ま
れ
｡
成
都
東
文
学
望
を
へ
て
'

一
九
〇
三
年
日
本
東
斌
学
堂
に
留
学
.
こ
の
時
期
に
中
国
同
盟
会
に

加
入
O
　
帰
国
後
広
州
起
義
な
ど
に
参
加
し
､
辛
亥
革
命
に
さ
い
し
て

は
重
慶
萄
軍
政
府
の
設
立
に
か
か
わ
る
｡
川
軍
第
一
軍
長
へ
　
綴
定
鎮

守
使
を
歴
任
｡
劉
柵
に
敗
れ
て
後
一
時
貴
州
や
北
京
で
活
動
し
､
国

民
政
府
高
級
顧
問
､
国
民
参
政
全
参
政
員
を
つ
と
め
た
｡
人
民
共
和

国
成
立
後
は
西
南
行
政
委
員
会
委
員
､
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表
な

ど
を
歴
任
へ
一
九
六
五
年
成
都
で
死
去
｡
前
掲
『
重
慶
名
人
辞
典
』

一
八
二
頁
｡

楊
受
百
　
｢
我
的
父
親
楊
条
三
｣
　
中
国
民
主
建
国
会
重
慶
市
委
員

会
､
重
慶
市
工
商
聯
合
全
文
史
資
料
工
作
委
員
全
編
『
重
慶
工
商
人

物
志
』
重
慶
工
商
史
料
第
三
韓
へ
重
慶
出
版
社
へ
一
九
八
四
年
､
九

五
頁
｡

(
5
3
)
一
八
八
三
年
へ
　
重
慶
永
川
生
ま
れ
｡
成
都
東
文
学
望
を
へ
て
'

一
九
〇
四
年
よ
り
早
稲
田
大
学
に
留
学
｡
一
九
一
〇
年
帰
国
し
'
留

学
生
考
試
を
へ
て
法
科
進
士
と
な
る
｡
共
和
党
総
務
主
任
へ
　
四
川
省

臨
時
参
議
会
代
表
へ
　
憲
法
起
草
委
員
な
ど
の
職
を
歴
任
｡
一
九
二
四

年
よ
り
四
川
に
戻
り
へ
　
四
川
省
財
政
庁
長
を
つ
と
め
､
の
ち
に
東
輿

誠
銀
行
協
理
に
就
任
し
た
｡
一
九
四
五
年
へ
　
中
国
]
民
主
建
国
会
の
設

立
に
-
わ
わ
り
､
同
常
務
理
事
と
な
る
｡
人
民
共
和
国
成
立
後
へ
果

興
誠
銀
行
常
務
董
事
､
全
国
政
協
委
員
へ
　
民
主
建
国
会
中
央
委
員
会

常
務
委
員
な
ど
を
歴
任
｡
一
九
五
五
年
重
慶
に
て
死
去
｡
前
掲
『
垂

慶
名
人
辞
典
』
六
一
～
六
二
頁
｡

v
c
o
)
一
九
〇
二
年
､
四
川
浩
陵
生
ま
れ
｡
高
所
亜
と
も
書
く
｡
｢
解

放
｣
　
後
へ
　
西
南
軍
政
委
員
会
の
秘
書
な
ど
を
つ
と
め
た
｡
『
嘱
玉
祥

将
軍
』
　
(
北
京
出
版
社
へ
　
l
九
八
二
年
)
　
な
ど
'
複
数
の
著
作
が
あ
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る
｡
一
九
八
〇
年
へ
広
西
省
南
寧
に
て
死
去
｡
衆
興
誠
銀
行
総
管
理

処
秘
書
室
人
事
粗
｢
高
興
亜
個
人
棺
案
｣
作
成
年
不
明
へ
　
栗
興
誠
銀

行
棺
案
　
[
〇
二
九
五
-
一
-
五
六
〇
]
｡
劉
忠
礼
　
｢
高
興
亜
｣
浩
陵

市
政
協
文
史
資
料
委
員
全
編
『
活
陵
文
史
資
料
選
輯
　
第
九
輯
』
一

九
八
九
年
､
一
一
九
～
一
二
〇
頁
｡

c
c
o
J
　
　
八
九
三
年
へ
　
四
川
合
川
生
ま
れ
｡
l
九
1
0
年
へ
　
同
盟
会
に

加
入
｡
合
川
中
学
へ
　
重
慶
第
二
女
子
師
範
学
校
な
ど
で
教
職
に
つ
い

た
後
へ
　
成
都
に
お
い
て
　
『
群
報
』
　
『
川
報
』
　
の
編
韓
に
携
わ
り
'
少

年
中
国
]
学
会
な
ど
に
も
参
加
｡
1
九
二
六
年
へ
　
重
慶
に
て
民
生
実
業

股
扮
有
限
公
司
を
設
立
し
'
長
江
航
運
業
や
鉱
工
業
､
軽
工
業
な
ど

幅
広
く
事
業
を
展
開
､
民
族
資
本
家
の
代
表
的
存
在
と
な
る
｡
政
治

面
で
も
'
四
川
省
建
設
庁
長
へ
　
全
国
糧
食
局
長
へ
　
国
民
大
会
代
表
な

ど
を
歴
任
｡
｢
解
放
｣
　
後
へ
　
西
南
軍
政
委
員
会
委
員
へ
　
全
国
政
協
委

員
な
ど
の
職
に
つ
く
｡
一
九
五
二
年
重
慶
で
死
去
｡
前
掲
『
垂
慶
名

人
辞
典
』
二
四
〇
～
二
四
一
頁
｡

(
S
S
)
一
八
九
六
年
へ
　
四
川
羅
江
生
ま
れ
｡
北
京
大
学
大
学
法
律
系
に

在
学
中
に
劉
榊
の
幕
僚
と
な
る
｡
卒
業
後
四
川
に
帰
り
､
政
財
界
で

活
動
｡
川
江
航
務
管
理
処
長
へ
重
慶
警
察
局
長
へ
　
四
川
建
設
庁
長
､

水
利
局
長
な
ど
を
歴
任
す
る
か
た
わ
ら
へ
　
多
く
の
企
業
の
董
事
や
監

察
人
を
つ
と
め
へ
　
中
国
西
南
実
業
協
会
総
幹
事
の
職
に
も
つ
い
た
｡

｢
解
放
｣
　
後
､
全
国
政
治
協
商
会
議
委
員
な
ど
を
つ
と
め
へ
一
九
七

二
年
北
京
で
死
去
｡
前
掲
『
重
慶
名
人
辞
典
』
八
九
頁
｡

y
e
n
)
　
高
興
亜
　
｢
記
周
総
理
対
我
的
一
次
談
話
｣
　
中
国
人
民
政
治
協
商

会
議
四
川
省
重
慶
市
委
員
全
文
史
資
料
研
究
委
貞
全
編
『
重
慶
文
史

資
料
選
輯
　
第
五
輯
』
一
五
六
～
一
五
九
頁
｡

当
時
の
大
規
模
銀
行
で
は
､
経
営
の
立
案
作
業
を
お
こ
な
う
機

関
と
し
て
､
何
ら
か
の
研
究
部
門
が
設
け
ら
れ
る
の
が
1
般
的
で

あ
っ
た
｡
例
え
ば
中
央
銀
行
に
は
経
済
研
究
処
へ
　
中
国
銀
行
に
は
経

済
研
究
室
へ
　
四
川
省
銀
行
に
は
経
済
研
究
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
｡

(
K
)
　
宮
廷
埠
に
つ
い
て
は
へ
　
経
済
研
究
室
専
員
と
い
う
肩
書
き
と
､

上
海
に
配
属
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
以
上
は
不
明
で
あ
る
が
'
四

川
省
銀
行
発
行
の
月
刊
誌
『
四
川
経
済
月
刊
』
な
ど
に
も
寄
稿
し
て

い
る
金
融
問
題
の
専
門
家
で
あ
っ
た
｡

y
e
n
)
　
｢
州
七
年
度
全
行
人
位
｣
果
興
誠
銀
行
棺
案
[
〇
二
九
五
-
二

-
三
九
〇
]
｡

宮
廷
埠
　
｢
中
国
銀
行
制
度
之
過
去
与
将
来
｣
　
『
兼
星
月
刊
』
　
第

二
巻
第
三
期
､
一
九
四
八
年
九
月
､
八
～
一
四
頁
｡

(
3
)
　
毛
沢
東
　
｢
論
聯
合
政
府
　
(
一
九
四
五
年
四
月
二
四
日
)
｣
　
『
毛
沢

東
選
集
　
第
三
巻
』
人
民
出
版
社
､
l
九
九
一
年
へ
一
〇
二
九
～
一

一
〇
〇
頁
｡

ォ
)
　
｢
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
共
同
綱
領
(
一
九
四
九
年
九
月
二

九
日
)
第
四
章
　
経
済
政
策
｣
日
本
国
際
問
題
研
究
所
中
国
部
会

『
新
中
国
資
料
集
成
　
第
二
巻
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
へ
　
1
九
七

二
年
､
五
九
三
～
五
九
五
頁
｡
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(
3
)
　
な
お
､
宮
は
こ
の
文
章
が
も
と
で
楊
季
謙
の
不
興
を
か
い
へ
一

九
四
八
年
一
二
月
に
辞
職
し
て
い
る
｡
｢
第
四
六
次
董
事
会
(
一
九

四
八
年
一
二
月
二
四
日
)
｣
衆
興
誠
商
業
銀
行
棺
案
[
〇
二
九
五
1

二
-
I
　
]
]
'
前
掲
楊
受
百
｢
我
的
父
親
楊
粂
三
｣
九
五
～
九
六
頁
｡

｢
董
事
会
応
高
等
顧
問
之
請
召
集
幹
部
座
談
会
記
録
(
1
九
五

〇
年
六
月
二
九
日
)
｣
､
｢
続
開
座
談
会
記
録
(
一
九
五
〇
年
六
月
三

〇
日
)
｣
衆
興
誠
商
業
銀
行
棺
案
　
[
〇
二
九
五
I
二
I
六
〇
]
｡

(
3
)
　
拙
稿
｢
建
国
初
期
中
国
共
産
党
に
よ
る
都
市
『
接
管
』
工
作
に

つ
い
て
　
-
　
重
慶
市
を
中
心
に
I
｣
『
中
回
研
究
月
報
』
第
六
四

九
号
へ
　
二
〇
〇
二
年
｡

(
4
)
　
前
掲
｢
重
慶
基
要
商
品
聾
告
物
価
指
数
｣
｡
｢
重
慶
美
砂
与
黄
金

的
黒
市
価
格
｣
前
掲
呉
岡
編
『
旧
中
国
通
貨
膨
張
史
料
』
一
四
七
～

一
五
二
五
｡

(
S
)
　
｢
第
四
五
次
董
事
会
　
(
一
九
四
八
年
二
月
二
六
日
)
｣
衆
興
誠

商
業
銀
行
棺
案
[
〇
二
九
五
1
二
-
〓
]
｡

九
四
八
年
度
の
決
算
は
金
円
換
算
に
な
っ
て
い
る
た
め
へ
　
前

年
度
と
直
接
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
た
だ
し
へ
　
法
幣
と
金
円

の
交
換
比
率
が
三
〇
〇
万
対
一
で
あ
る
こ
と
と
､
同
年
八
月
ま
で
の

物
価
指
数
上
昇
率
が
三
八
一
'
九
九
倍
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る

と
､
経
営
状
態
が
収
入
･
支
出
な
ど
全
て
の
面
で
あ
き
ら
か
な
収
締

傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

f
｡
｡
¥
　
耶
広
益
　
｢
論
遊
資
逃
避
香
港
｣
　
『
銀
行
週
報
』
　
第
三
二
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