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1認主主議

永い
問、
日
台
関
係
（
目
撃
関
係）
の
台
湾
側
代
表
の一
人
で
あ

り、
国
際
法
学
者で
も
あっ
た
林
金
華
氏
が
昨
年
十二
月
初
句
に
逝
去

さ
れ、
そ
の
葬
儀が
去
る
十二
月三
十
日
に
台
北
で
執
り
行
わ
れ
た。

私
自
身は
葬
儀
委
員
と
し
て
参
列、
日
本か
ら
も
何
人
か
の
方々
が
参

加
し
た。

そ
の
葬
儀の
前
夜、
実
質
的
に
は
日
本
側
の
台
湾に
お
け
る
大
使
館

に
相当す
る
交
流
協
会
の
内
田
勝
久
所
長
（
外
務
省出
身）
の
公
邸で

夕
食会
が
あ
る
と
い
う
の
で、
私も
出
席
し
た。
そ
の
席で
内
田
所
長

は、
「
実
は
日
本
政
府
外
務
省
の
訓
令
で、
今
日、
総
統
府
の
郎
義
仁

秘
古
長
（
官
房
長
官
相
当）
に
面
会
を
求
め
て、
三
月二
十
日
に
実
施

さ
れ
る
台
湾
の
総
統
選
挙
と
同
時に
陳
水一間
政
権
が
行お
う
と
し
て
い

る
国
民
投
票
（
公
民
投
票日
公
投）
に
は
慎
重
を
期
し
て
ほ
し
い
と
申

，， 
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震社会学者
前東京外国箆大学学長・なかじま・みねお
中
嶋
嶺
雄

し
入
れ、
そ
の
こ
と
を
日
本
人
記
者
団に
も
伝
え
た」
とい
う
こ
と
を

言わ
れ
た。
私は
そ
の
瞬
間、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
と
直感
し
た。

今
回
は
多忙
な
ス
ケ
ジュ
ール
を
縫っ
て
の一
泊
の
み
の
訪
台
だっ
た

の
で、
私は
そ
の
夜、
李
登
輝
前
総
統と
お
会い
す
る
予
定
に
なっ
て

い
た。
そこ
で
席を
中座
し
て
李
登
蹄
前
総
統
宅
を
訪れ
る
と、
前
総

統
自
身が
そ
の
訓
令
の
コ
ピ
ー
を
持っ
て
大
変
困
惑
し
た
表
情
を
さ
れ

て
い
た。

私
自
身は
あ
く
ま
で
も一
研
究
者の
立
場
か
ら
の
観察で
あ
る
が、

こ
うい
う
事
態が
生
じ
る
な
ど
と
は、
と
内
田
所
長
の
言
動に一
瞬
耳

を
疑っ
た
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
そ
の
内
容は
翌
日
の
日
本
の
新
聞
各

紙
が
報
道
し
て
い
た
よ
うに、
住
民
投
票
実
施
や
新
憲
法
制
定
に
関す

る
陳
水一崩
総
統
の
最
近
の
発言
は、
中
台
関
係をい
た
ず
ら
に
緊
張
さ
「IF.�歯」平成16年3月り
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せ
る
結
果
に
な
る
の
で
慎
重に
対
処
す
る
よ
う、
日
本
政
府
が
外
務
省

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
中
国
謀
名で
内
田
所
長に
台
湾
当
局
へ
の
伝達を
求

め、
内
田
所
長
は
そ
れ
を
実
行し
た
の
で
あっ
た。

台
湾
に
内
政
干
渉
し
た
日
本
政
府

こ
れ
は
小
さ
な
事
柄
の
よ
う
に
見
え
る
が、
日
台
関
係、
日
中
関

係、
あ
るい
は
日
本
の
外
交
を
考
え
る
上
で
極め
て
重
大
な
問
題
を
含

ん
で
い
る。

そ
の
第一
の
理
由
は、
そ
も
そ
も
日
台
関
係
は
政
治
外
交
関
係と
し

て
は
存
在し
ない
こ
と
が
日
本
側の
建
前の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る。
そ

れ
は
こ
の
申
し
入
れ
の
中に
も
あ
る
日
中
共
同
声
明
で
謡っ
て
お
り、

「
日
本
は
日
中
共
同
声
明
を
今
後
も
重
視
し
て
台
湾
と
の
問
題
を
処
理

す
る」
と
い
っ
てい
るか
ら
で
あ
る。
つ
ま
り、
日
台
関
係
は
あ
く
ま

で
も
民
間レ
ベ
ル
の
国
際
関
係で
あ
り、
経
済と
か
文
化
あ
るい
は
学

術
上
の
関
係に
限
るこ
と
に
なっ
てい
る。
に
もか
か
わ
ら
ず、
台
湾

中
嶋
嶺
雄
氏
附
和
十一
（一
九
三
六）
年、
長
野
県
出
身。
東
京
外
国

籍
大
学
中
国
科
車
業
後、

東京
大
学
大
学
院
国
際
関
係
治
課
程
修
了。
社
会
学

問
士。
京
外
大
教
授
を
経
て
平
成
七
年
か
ら
十
三
年
ま
で
同
大
学
長。
現
在
は

北
九
州
市
立
大
学
大
学
院
教
授、
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
交
流
機
構
（
U
M
A

P）
国
際
事
務
総
長、
中
央
教
有H
務級
会
委
員
な
ど
を
務
め
る。
今
年
四
月
に

秋
朗
県
に
創
設
さ
れ
る
国
際
教
護
大
学
の
学
長
に
就
任
す
る。
評
論
集
『
北
京

烈
烈』
で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
受
賞。
若
品川u
は
『
現
代
中
国
論』
『
中
ソ
対
立

と
現
代』
『
中
国
の
悲
劇』
『
香
港
阿
mm』
な
ど
多
数
あ
る。

に
お
け
る
新
憲
法
の
制
定
や
住
民
投
架
と
い
う、
ま
さ
に
政
治
の
問
題

に
日
中
共
同
声
明を
口
実に
し
て
日
本
政
府・
外
務
省
が
露
骨に
コ
ミ

ッ
ト
し
た
の
で
あ
るか
ら、
こ
れ
は二
重
の
意
味
で
大
変な
事
態
だ
と

言
え
よ
う。

第こ
に
は、
こ
れ
は
ま
さ
に
台
湾に
対
す
る
不当
な
内
政
干
渉
そ
の

も
の
だ
と
い
う
問題で
あ
る。
翌
円
た
ま
た
ま
空
港
で
出
会っ
た
台
湾

出
身
で
日
本
国
籍
を
取っ
て
い
る
女
性
実
業
家
は
開口一
番、
「
大
変

な
内
政
干
渉
を
日
本
は
し
て
く
れ
ま
し
た
ね。
台
湾
と
台
湾
人
を
何と

思っ
てい
る
の
で
す
か」
と
言っ
て
鷲
き、
怒っ
てい
た。

三
番
目に
指
摘で
き
る
点
は、
台
湾
の
住
民
が
ど
うい
う
選
択
を
す

る
か
は
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
事
柄
で
あ
り、
国
民

投
票
そ
の
も
の
が
民
主
的
な
深
化
の
階
梯
で
あ
るこ
とへ
の
認
識の
欠

如
で
あ
る。
そ
れ
ら
の
選
択
を
め
ぐっ
て
は、
い
ま
総
統
選
挙
を
直
前

に
し
て、
内
政上
の
最
大
の
課題
と
な
り、
大
変な
論
議
に
なっ
てい

る。
陳
水
扇
陣
営に
対
抗
す
る
国
民
党
と
親
民
党
の
連
戦
（
総
統
候

補）
お
よ
び
宋
楚
聡
（
副
総
統
候
補）
陣
営
は
こ
の
国
民
投
票
につ
い

て
陳
水一刷
政
権
を
激
し
く
批
判
し
てい
る
の
で
あ
るか
ら、
そ
の一
方

の
耐
を
持つ
言
動
を、
民
問
機
関な
ら
と
もか
く、
実
質
的に
は
外
務

省
の
窓
口
で
あ
る
交
流
協
会
の
台
北
事
務
所
長
が
行っ
た
の
で
あ
る。

し
か
も、
総
統
府の
郎技
仁
秘
世
長を
訪
ね
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
申

し
入
れ
る
と
い
う
の
は、
日
中
関
係・
日
台
関
係
の
原
則か、り
し
て
も

あっ
て
は
な
ら
ない
こ
と
で
は
ない
か。
も
し
も
巾
し
入
れ
る
な
ら、

交
流
協
会
の
カ
ウン
タ
ーパ
l
ト
で
あ
る
亜
東
関
係
協
会
の
会
長、
か

つ
て
の
台
湾
側
の
在
日
代表
だっ
た
許
水
徳
氏に
対
し
て、
懸
念
を
伝
307広大な中国という幻:ti!



え
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
瑚
解
で
き
ない
こ
と
は
ない。
に
も
か
か
わ

ら
ず、
内
田
所
長
は
総
統
府に
直
接
出
向い
て
政
治
的
に
関
与
し
た
の

だ
か
ら、
連
戦・
宋
楚
滞
陣
営
の
側に
立
つ
マ
ス
コ
ミ
『
聯
合
報』
な

ど
は
翌
朝、
一
面
トッ
プ
で
報
じ
てい
た。

こ
の
こ
と一
つ
を
とっ
て
も
明
ら
か
に
日
本
政
府
は
台
湾
の
内
政に

コ
ミ
ッ
トし、
露
骨
な
内
政
干
渉、
さ
ら
に
は
総
統
選へ
の
選
挙
干
渉

を
行っ
た
の
で
あ
る。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
干
渉
は、
突は
か
中
国
の

懸
念。
とい
う
形
で、
中
国
側
の
立
場
に
立っ
て、
両
岸
関
係
の
最
も

核
心
的
な
問
題
に
日
本
政
府
が
中
国
側
の
立
場
か
ら
関
与
し
た
の
で
あ

っ
て、
こ
れ
は
極
め
て
深
刻
な
問
題、
重
大
な
問
題
だ
と
受
け
止
め
な

け
れ
ば
な
ら
ない。

こ
の
点に
つ
い
て
は、
台
前
側
も
李
登
輝
前
総
統
を
後ろ
盾
と
す
る

台
湾
団
結
連
盟
の
立
法
委
員
（
国
会
議
員）
ら
が
激
し
く
抗
議
を
し
て

い
た
が、
こ
うい
う
事
態が
つ
い
最近
起こっ
た
の
で
あっ
た。

こ
の
背
景
に
は
ア
メ
リ
カ
の
プッ
シュ
大
統
領
が
台
前
の
そ
う
し
た

動
き
に
対
し
て
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
とい
う一
連
の
流
れ
が
あ
り、

ま
た
日
本
の
森
喜
朗
前
首
相
も
事
態
の
数
日
前
に
訪
台
し
て、
「
台
前

の
国
民
投
票
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪い。
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
北
朝
鮮
や

イ
ラ
ク
の
問
題
に
つ
い
て、
中
国と
の
協
調
が
必
要
な
と
き
に
中
国
を

刺
激
す
る
の
は
ま
ずい」
旨
を
陳
水一周
総
統
に
語っ
た
と
報
じ
ら
れ

た。
森
氏
の
場
合
は一
政
治
家
の
立
場で
あ
る
の
で、
そ
うい
う
発
言

を
し
て
も
許
容
さ
れ
よ
うが、
い
ず
れ
に
し
て
も
台
湾に
とっ
て
は
外

的
プ
レッ
シ
ャ
ー
に
なっ
た。
台
湾
の
民
主
的
な
政
治
活
動
に
対
し

て、
総
統
選
挙
の
前
に
こ
う
し
た
こ
と
が
行
わ
れ、
し
か
も
そ
れ
を
中

国
の
立
向
を
代
弁
す
る
形
で
行っ
た
と
こ
ろ
に、
お
の
ず
と
今日
の
日

中
関
係、
日
台
関
係
に
対
す
る
日
本
政
府・
外
務
省
の

版本的
な
姿
勢

が
は
か
ら
ず
も
露
呈
し
た
と一宮
ヲ’ん
よ
う。
こ
の
こ
と
は、
日
本
の
将
来

に
とっ
て
外
交
上、
十
分に
注
・悲
し
な
け
れ
ばい
け
ない
事
柄
で
あ
る

に
もか
か
わ
ら
ず、
台
湾
と
の
関
係
で
は一
極
の
大
国
主
義、
そ
の一

方
で
中
国と
の
関
係
で
は
非
常に
卑
周
な
謝
罪
外
交、
位
負
け
外
交
を

繰
り
返
し、
中
国
を
刺
激
し
ない
こ
と
を
外
交
の
大
前
提に
し
てい
る

体
質
が
ま
さ
に
反
映
し
た
の
で
あ
り、
こ
れ
は
極め
て
車
大
な
問
題
だ

と
言
え
よ
う。

こ
うい
う
有
様
を
見
る
につ
げ、
今
後、
中
国
問
題
や
中
華
世
界
の

変
動、
香
港
や
台
湾
を
含
む
中
華
世
界
の
動
向
が
重
嬰
に
な
る
だ
け

に、
日
中
関
係
の
あ
り
方、
日
台
関
係
の
あ
り
方、
ひい
て
は
中
華
世

界
の
変
動に
ど
う
対
応
す
るか
とい
う
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
や
取
り
組

み
方
の
問
題
を
き
ちん
と
認
満し、
十
分
な
議
論
を
行っ
て
外
交
戦
附

を
練っ
てい
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない
と
思
う。
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中
国
へ
の
常
識
の
レ
ン
ズ

こ
の
と
こ
ろ
中
国
の
経
済
成
長
が
著
しい
こ
と
か
ら、
あ
るい
は
北

京、
上
海
な
ど
の
変
貌が
著
しい
こ
と
か
ら、
中
国が二
十一
世
紀
の

飾
け
る
大
国に
な
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ージ
がマ
ス
メ
ディ
ア
を
過
し

て
横
溢
し
てい
る。
中
国
の
経
済
成
長
が
著
しい
こ
と
は
事実
で
あ
る

が、
そ
の
実
態
を
見
る
と、
決
し
て
そ
の
よ
う
なパ
ラ
色の
中
国
像
だ



け
で
は
律
す
る
こ
と
が
で
き
ない
深
刻
な
現
実
が
存
在
し
て
い
る。
そ

の
双
方を
受
け
止
め
る
複
眼
的
な
座
標
軸
を
持っ
て
お
か
ない
と、
文

化
大
革
命
を
は
じ
め、
中
国に
つ
い
て
の
認
識を
し
ば
し
ば
誤っ
て
き

た
よ
う
に、
日
本
の
対
中
国
認
識が
根
本
的
に
誤っ
た
も
の
に
な
る
可

能
性が
あ
る。
こ
れ
ま
で
は
文
化
大
革
命に
し
て
も
基
本
的
に
は
中
国

の
中
だ
け
で
済
む
と
い
う
状
況に
あっ
た
が、
今
や
中
国の
動
向が
日

本
に
も
ア
ジ
ア
に
も
世
界
全
体
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
だ

け
に、
よ
り一
層
冷
静な
判
断
が
必
要と
さ
れ
よ
う。

と
くに
日
本
人
の
場
合、
中
国に
対
し
て
親
近
感
や
特
殊
な
心
情あ

るい
は
幻
想を
抱
き
や
す
く、
他
の
外
国を
見
る
時と
違い、
中
国を

見
る
常
識
の
レ
ン
ズ
が
曇っ
て
し
ま
う
の
で
は
ない
か
と
か
ね
て
か
ら

私は
思っ
て
い
た。

常
識
の
レ
ン
ズ
を
適す
こ
と
は
決
し
て
難
しい
こ
と
で
は
な
く、
ま

ず
基
本
的
な
デ
1
タ
を
き
ちん
と
押
さ
え
る
こ
と
で
あ
る。
例
え
ば
中

国は
日
本
の
約二
十六
倍
の
国
土
を
持つ
広い
国で
あ
る
が、
可
耕地

面
積は
日
本
全
体
の
三
倍
弱
し
か
ない。
こ
れ
は
ま
さ
に
客
観
的
な
デ

ー
タ
で
あ
る。
中
国は
依
然
と
し
て
民
業人
口
が
総
人
口
の
七
O
%
を

占め
てい
る
の
で
広
大
な
良
地
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
そ
う

考
え
る
と、
実
は
地
理
的
に
大
き
な
中
国、
広い
中
国と
い
う
の
は
地

図
上
の
幻
影
で
あっ
て、
実
際
上
は
大
変
狭い
国土に
日
本
の
十
倍
以

上
の
人
聞が
ひ
し
め
き
あっ
て
生
活
し
てい
る
の
で
あ
る。
私も
し
ば

し
ば
中
国を
訪
れ
るが、
あ
ま
り
に
も
人
口
多
過
で
あ
る
た
め
に、
人

の
命が
つ
い
軽
く
見
え
て
し
ま
う、
こ
れ
が
中
国
社
会
の
実
態
で
あ

λv。

こ
うい
う
常
識
を
少
し
働
か
せ
る
と、
い
ろい
ろ
と
中
国の
見
え
な

い
と
こ
ろ
が
見
え
て
く
る。
例
え
ば
中
国
の
人
口
が
十三
億
人
を
超
え

てい
る
こ
と
は
事
実
だ
が、
中
国
共
産
党
の
党
員
数
は
最
近
増
え
て六

千
五
百
万
人
に
なっ
た
か
ら、
ほ
ぽ二
十
人
に一
人
が
共
産
党
員
で
あ

る。
し
か
も
か
つ
て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト、
良
民
の
党
だ
っ
た
の

で、
国
有
企
業
や
工
場
労
働
者、
あ
るい
は
良
民
の
あい
だ
に
は
共
産

党
員
が
た
く
さ
ん
い
た。
し
か
し、
昨
今、
固
有
企
業
や
出
村で
は
共

産
党
員
に
な
ろ
う
と
い
う
意
識
は
非
常に
薄
く
な
り、
む
し
ろ
党に
入

り
たい
と
い
う
人
は
特
権
階
級、
エ
リ
ー
ト
層、
知
識
階
級
に
多い。

そ
う
し
た一
種
の
官
僚
庖
が
ま
す
ま
す
中
国
共
産
党に
入っ
て
く
る
の

で
あ
る
か
ら、
こ
の
政
党
自
体
は
極
め
てエ
リ
ー
ト
官
僚
的
な
非
大
衆

的
体
質
に
なっ
て
き
て
い
る。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
数
字
で
眺
め
る

と、
中
国
社会
が
よ
く
見
え
て
く
る。

一
方、
最
近
の
党
員
増に
も
か
か
わ
ら
ず、
中
国
共
産
党は
大
衆
の

支
持
を
得
てい
ない。
今
の
中
国
社会
の
中に
あ
る
種の
心
理
的
な
空

洞
が
あ
る
た
め、
例
え
ば
法
輪
功
を
禁
止
し
て
も
禁
止
し
て
も、
彼
ら

は
そ
の
空
洞
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
根
を
強っ
て
拡
がっ
て
お
り、
共

産
党
員
の
総
数
よ
り
も
多い
九
千
万
人
か
ら一
億
人
が
法
輪
功
や
そ
れ

に
近い
道
教
的
な
原
理に
基
づ
く
身
体
鍛
錬
法
の
疑
似宗
教
的
な
活
動

を
行っ
てい
る。
法
輪功
は
九
0
年
代の
初
頭に
生
ま
れ、
あっ
と
い

う
聞に
拡
大
し
た。
こ
う
考
え
る
と、
中
国
社
会
の
正
統
性
の
根
拠を

何
が
支え
てい
る
の
か
につ
い
て
も
複
眼
的
に
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

ない。
共
産
党だ
け
が
独
裁
権
力
を
行
使
し
てい
る
が、
も
う一
方に

は
そ
の
独
裁
体
制か
ら
は
み
出
た
部
分
が
大
き
く
存
在
し
て
い
るこ
と
309広大な中国という幻忽！



も
事
実
で
あ
る。

外
国
投
資
が
急
速
に
進
ん
で
沿
岸地
方
が
開
発
さ
れ、
海
外
の
資
本

が
中
国に
吸
い
寄せ
ら
れ
て
い
る
の
は
事
実
だ
と
し
て
も、
そ
の一
方

で
中
国
の
凶
大
銀
行
と
い
わ
れ
る
中
国銀
行
や
建
設
銀
行、
円以
業
銀
行

等の
固
有
銀
行
は
極
め
て
深
刻
な
不
良
的
権
に
直
面し
て
い
る。
最近

中
国
政
府
は
四
五
O
億
米
ドル
の
外
貨
準
備
金
を
使い、
そ
れ
ら
の
銀

行
を
支
え
な
け
れ
ばい
け
ない
事
態
に
なっ
て
い
る
が、
そ
も
そ
も
中

国
の
経済
発
展
そ
の
も
の
が
産
業
構
造
の
内
発
的
な
転
換
を
伴っ
てい

ない
だ
け
に、
ひ
と
た
びパ
プ
ル
が
起
こ
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
り

か
ね
ない。
そ
う
し
た
綱
渡
り
的
な
状
況
も一
方に
存
在
し
て
い
る。

し
た
がっ
て、
わ
れ
わ
れ
に
は
常
識
の
レ
ン
ズ
で
中
国
を
見
る
こ
と

が
是
非
必
要
で
あ
る
が、
こ
こ
で
最も
基
本
的
な
常
識
を
も
う一
つ
例

示
し
て
み
よ
う。

中
国
は
過
去二
十
年
近
く
八
%
か
ら
九
%、
多い
時
はニ
ケ
タ
の
経

済
成長
を
遂
げ
て
き
た。
そ
れ
は
毛
沢
東
時
代か
ら
の
出
発
点
が
あ
ま

り
に
も
低い
水
準だっ
た
た
め
に
成
長
率が
著
しい
とい
う
こ
と
で
あ

り、
い
ま
だ
に
圏
内
の一
人
当
た
りG
D
P
は
米ドル
に
換
算し
て
九

O
O
米
ド
ル
強、
日
本
の
約
四
十
分
の一
で
あ
る。
中
国
は
人
口
が
多

く、
国
土
も
広い
か
ら、
中
国
全
体
の
G
D
P
も
大
き
く
ふ
く
らん
で

い
る
と
思い
が
ち
で
あ
る
が、
し
か
し、
世
界
銀
行
の
最も
新
しい
こ

O
O三
年
十
月
の
統
計
を
見
て
も、
よ
う
や
く
四・
O
五
%
で
あっ

て、
日
本
は
こ
ん
な
に
不
況
だ
とい
っ
て
も
依
然
と
し
て一
四・
五
四

%、
ア
メ
リ
カ
が＝
二
・
九
%、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
合
わせ
る
と
世

界の
G
D
P
全
体
の
凶
六
%
強
を
占
め
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て
巾
国

は
十
分
の一
に
も
な
ら
ない。
中
国
の
拡
大
す
る
イメ
ー
ジ
と
実
態と

に
は、
こ
れ
ほ
ど
諒離
が
あ
る
の
で
あ
り、
こ
の
よ
う
な
実
態
を
で
き

る
だ
け
常
識
の
レ
ン
ズ
で
見
て
お
か
な
け
れ
ばい
け
ない。

も
う一
つ
は、
県
た
し
て
中
国の
統
計
そ
の
も
の
が
信頼
で
き
る
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る。
昨
年
の
S
A
R
S
（
新
型
肺
炎）
発
生
時

に、
中
国
が
い
か
に
そ
の
実
態
を
隠し
て
い
た
か
が
問
題
に
なっ
た。

北
京
市
長
や
国
務
院
衛生
部
長
が、
途
中
で
失
墜せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
が、
そ
れ
ま
で
は
中
国
当
局
自
身が
数
字
を
操
作し
て
S
A
R
S

の
実
態
を
隠し
てい
た。

そ
も
そ
も
共
産
党の
中に
宣
伝
部が
あ
る
こ
と
が
中
国
の
特
徴で
あ

る。
宣
伝
部
と
い
う
の
は、
従
来
は
イ
デ
オロ
ギ
ー
掛
作
や
革
命
工
作

が
中
心
だっ
た
が、
今
日
で
は
で
き
る
だ
け
中
国
の
イメ
ージ
をパ
ラ

色に
描い
て
明
るい
未
来
を
大い
に
立
伝
し、
世
界か
ら
資
金
を
集め

る
とい
う
中
国
共
産
党
特
有
の
プロ
パ
ガ
ン
ダ
機
関
の一
つ
で
あ
る。

そ
の
プロ
パ
ガ
ン
ダ
が
単
な
る
広
報・口
伝
だ
け
で
は
な
く、
実
に
微に

入
り
細
を、つ
がっ
て、
き
め
の
こ
ま
か
い、
い
わ
ば
タ
ク
テ
ィ
ク
ス

（
戦
術）
と
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る。

だか
ら、
中
国
の
統
計
数
字
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
点
を
減
過
し
た

上
で
考
え
な
け
れ
ばい
け
ない
の
だ
が、
ピ
ッ
ツパ
1
グ
大
学
の
ト1

マ
ス・
ロ
ウ
ス
キ
1
教
授
が
二
O
O一
年
に
実
に
説
得
的
な
論
文
「
中

国
の
統
計に
何
が
起こ
っ
て
い
る
か
？」
を
書い
てい
た
（『
チ
ャ
イ

ナ・
ビ
ジ
ネ
ス・
レ
ビュ
ー』
二
O
O－－年
十二
月
四
日
号）。
ロ
ウ

ス
キ1
教
授
は
「
九八
年か
ら
こ
O
O一
年
ま
で
中国の
G
D
P
は
県

相で
三
凶・
五
%
明
大
し
てい
て、
毎
年
七
%
1八
%
の
成
長
を
遂
げ
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て
い
る」
と
い
う
中
国
の
公
式
統
計
を
用い
て、
「
し
か
し
そ
れ
で
は

同
じ
公
式
統
計に
よ
る
と、
エ
ネル
ギ
ー
消
沈は
九
八
年
はマ
イ
ナ
ス

ムハ・
四、
九
九
年はマ
イ
ナス
七・
八、
ニ
O
O
O
年は
よ
う
や
く
プ

ラ
ス
に
転じ
て一
・
一、
二
O
O一
年
は一
・一
し
か
伸
び
て
ない。

こ
の
四
年
間
む
し
ろエ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
はマ
イ
ナ
ス
五・
五
%
だっ

た、
と
い
うこ
と
を
中
国
の
統
計
が
示
し
て
い
る」
と
疑
問を
投
じ
て

い
た。
確
か
にこ
の
単
純
な
例か
ら
わ
か
る
よ
うに、
経
済
成
長が
七

%、
八
%
と
あ
れ
ば、
当
然エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
も
増
大し
な
け
れ
ばい

け
な
い。
し
か
もこ
の
間
中
国はエ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
代
替
を
行っ
てい

る
わ
け
で
は
な
く、
依
然と
し
て
賀の
悪い
石
炭
がエ
ネル
ギ
ー
源の

大
半
を
内
め
て
い
る。
こ
れ
は一
体
な
ぜ
な
の
か、
と
削
題
提
起
し
て

い
た。ま

た、
そ
れ
だ
砂
経
済
成一長
が
大
きい
な
ら
ば、
都
市
の
麗
用
が
増

大
し
な
け
れ
ばい
け
ない
の
に、
こ
の
四
年
間で
0・
八
%
し
か
伸
び

て
い
ない。
現
に一
方
で
ビル
が
乱
立
し
て
い
る
上
海
や
北
京、
広
州

の
よ
う
な
都
市
が
あ
る
か
と
思
う
と、
東
北
の
鴻
陽
や
長
容
に
し
て

も、
首
に
看
板を
か
け
て
職を
求
め
て
い
る
失
業
者の
群れ
が
大
勢い

E露軍理哩
2月号定基三官

て、
イ
メ
ー
ジ
と
の
抗
離
は
明
ら
か
で
あ
る。

ロ
ウ
ス
キ
l
教
授
は
も
う一
つ、
「
消
費
者
物
価
指
数
を
こ
の
凶
年

間
比べ
て
み
る
と、
マ
イ
ナ
ス二・
三
%
で
あ
る。
経
済
成
長
は
当
然

消
資
者
物
価
の
上
昇
に
な
る
は
ず
な
の
に、
ほ
と
ん
ど
物
価
は
上
がっ

て
ない
ど
こ
ろか、
デ
フ
レ
傾向で
さ
え
あ
る。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
き

ちん
と
説
明
し
ない
限
り、
中
国の
統
計
そ
の
も
の
に
信
頼
性をお
く

こ
と
は
で
き
ない」
と
警
告
し
てい
た。

こ
れ
は
S
A
R
S
の
事
件に
お
け
る
巾
国
の
統
計
デ
l
タ
が
信
頼
性

に
欠
け
る
の
と
同
じ
だ
と
言
え
よ
う。
こ
れ
ら
のこ
と
を
考
え
る
と、

中
国に
つ
い
て
は
常
識
の
レ
ン
ズ
を
磨い
て、
ど
く
ど
く
常
識
的
に
見

て
い
く
必
要が
あ
る。
「二
十一
世
紀
の
中
国は
世
界
の
工
場」
と
い

う
の
は、
明
ら
か
に
中
国
側
の
宣
伝に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
と
言わざ
る

を
得
な
い。

現
実
の
中
国
は
貧
富
の
差
の
恐
るべ
き
増
大、
環
境
破
壊の
深
刻
な

展
開、
エ
ネル
ギー
不
足、
失
業
者の
増
大
な
ど
の
深
刻
な
社
会
問
題

を
抱
え
て
い
る。
そ
の
大
き
な
社
会
矛
盾
を
隠
蔽す
る
た
め
に
も、
二

O
O八
年の
オ
リシ
ビ
ッ
ク、
二
O
O
九
年の
三
峡
ダム
竣工、
上
海

a集・発行制日本経済団体連合会
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か
ら
重
慶に
続
く
ス
ーパ
ーハ
イ
ウエ
ー
の
完
成、
二
O一
O
年
の
上

海
万
博な
ど
と
い
う
巨
大
な
国
家
プロ
ジェ
ク
ト
を
計
画
し、
大
中
華

ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
に
訴
え
て
遁
進
し
てい
く
とい
う
状
況
が
あ
り
あ
り

と
し
てい
る。

口
頭に
触
れ
た
台
湾
問
題
に
つ
い
て
も、
台
湾
の
政
治
が
民
主
的
に

選
択
す
る
こ
と
に
対
し
て、
「
独
立
に
つ
な
が
る」
と
い
っ
て
武
力
攻

躍
を
示
唆
し
て
お
り、
最
近
の
中
国
の
イン
タ
ー
ネッ
ト
や
メ
1
ル
マ

ガ
ジ
ン
に
類
す
る
も
の
に
は
極
め
て
好
戦的
な、
場
合に
よっ
て
は
オ

リ
ン
ピッ
ク
を
犠
牲に
し
て
で
も
台
部
を
攻
略
せ
よ、
と
い
っ
た
論
調

が
あ
ちこ
ち
に
見
ら
れ
る
が、
こ
れ
こ
そ
非
常
に
危
険
な
ナ
ショ
ナ
リ

ズ
ム
で
あ
り、
国
威
発
揚
だ
と
言
え
よ
う。

対
中
O
D
A
を
即
刻
中
止
す
べ

き

こ
う
し
た
状
況
が
存
在
す
る
な
か
で
は、
日
本
は
中
国に
何
を
し
て

き
た
か
が
問わ
れ
よ
う。

私は
日
本
の
対
中
国O
D
A
（
政
府
開
発
援
助）
は
即
刻
中
止
すべ

き
だ
と
従
来か
ら
主
強し
て
き
た。
中
国へ
の
O
D
A
供
与
は
有
償・

無
償
を
合
わ
せ
る
と
す
で
に
三
兆
円
を
超
え
て
い
る
が、
そ
の
理
由

は、
以
上
に
見た
よ
う
な
中
国
社
会
の
実
態に
も
か
か
わ
ら
ず、
社会

福
祉と
か、
環
境
保
全とい
う
問
題
に
対し
て、
中
国
の
政
府
当
局
は

ほ
と
ん
ど
目
配
り
し
て
ない
か
ら
で
あ
る。
国
中が
工
事
中と
い
っ
た

乱
開
発で
は
公
害
問
題が
深
刻
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
ない。
そ
う
し

た
な
か
で
北
京
水
利
局
（
水
道
局〉
を
は
じ
め
環
境
改
善
に
努
め
た

り、
環
境
報と
い
っ
た
新
聞が
出
始
め
た
り
と、
一
部
で
改
普へ
の
努

力
は
見ら
れ
る
が、
国
家
全
体か
ら
す
れ
ば、
大
変
巨
大
な
規
模
で
環

境
破
壊
や
人
権
侵
害が
行
わ
れ
て
い
る。

S
A
R
S
やエ
イ
ズ
患
者に
対
す
る
対応
で
は、
ま
る
で
動
物に
対

す
る
か
の
よ
う
な
場
面
も
多
く、
一
方
で
は
イン
タ
ー
ネッ
ト
上
の
規

制
も
あっ
て
言
論
や
情
報へ
の
統
制・
抑
圧
も
依
然
と
し
て
続い
てい

る。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
軍
事
力
は
増
強
し
続
け
て
お
り、

今年
よ

う
や
く一
O
%
を
切っ
た
も
の
の、
天
安
門
事
件
以
来
の
過
去
十
数
年

間、
国
防
費
が
多い
時に
は二
四・
四
%、
少
ない
時
で
も
十
数
%
伸

び
て
き
てい
た。
し
か
も
国
防
費
は
中
国
全
体
の
軍
事
費
の
三
分
の一

に
し
か
す
ぎ
ない
と
の
推
測
も
あ
る。
中
国
は
昨
秋、
宇
宙
有
人
衛
星

「
神
舟
五
号」
を
打
ち
上
げ
た
が、
こ
の
費
用
は
国
防
貨
の
中に
は
予

算
化
さ
れ
てい
ない。
こ
れ
ら
は
短
距
離
ミ
サ
イル
の
弾
道
弾
誘
導
装

置
を
改
善
し
て
使っ
て
い
る
な
ど、
すべ
て
別
途
の
軍
事
政
目
で
行っ

て
い
る。

有
人
衛星
も
軍
事
目
的
で
あ
り、
今
や
中
国
は
人
民
解
放
軍
の
近
代

化
や
増
強、
と
く
に
海
軍
力
の
増
強に
次い
で、
宇
宙
制
織
を
も
目
指

し
てい
る
とい
っ
てい
い。
こ
の
よ
う
な
以
前y
的
肥
大
化が一
方
で
行

わ
れ
てい
る
の
で
あ
る。

な
ぜ
中
国が
そ
こ
ま
で
軍
事
的
肥
大
化
を
続
け
な
け
れ
ばい
け
ない

の
か。
常
識のレ
ン
ズ
を
通
し
て
見
る
と、
今
中
国
を
攻
め
よ
う
と
す

る
国
は
世
界
の
どこ
に
も
存
在
し
ない。
日
本
もロ
シ
ア
も、
そ
し
て
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台
湾が
ま
さ
か
中
国に
反
攻す
る
は
ず
は
な
い。
今の
台
湾
は
民
主
化

さ
れ
た
台
湾
で
あ
る。
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
国が
軍
事
力
を
増
強
し
て

い
る
の
は、
軍
事
に
頼
ら
な
け
れ
ば
閣
を
統
治
で
き
ない
と
い
う
体
質

か
ら
で
あ
る
と
と
も
に、
台
湾
の
民
主
的
な
民
誌の
選
択
に
対
し
て
も

武
力を
ち
ら
つ
か
せ
て
実
際に
行
使
す
る
か
も
し
れ
ない
状
況が
あ
る

か
ら
で
あ
る。

わ
が
国
の
「
O
D
A
四
原
則」
に
よ
る
と、
民
主
主
義
を
抑
圧
し
た

り、
人
権
を
抑
圧
し
た
り
す
る
独
裁
国
家
に
は
O
D
A
は
供
与
し
て
は

な
ら
ない
と
と
に
なっ
て
い
る。
あ
るい
は
軍
事
カ
を
増
強
す
る
国に

も
O
D
A
は
供
与
し
て
は
な
ら
ない
と
なっ
てい
る。
O
D
A
が
軍
事

目的に
直
接
使
わ
れ
る
こ
と
は
ない
に
し
て
も、
全
体
の
国
家
予
算の

中で
O
D
A
資金
を
軍
事
力
に
転
用
す
る
こ
と
に
は
十
分
可
能
な
素
地

が
あ
る
の
だ
か
ら、
今ま
で
は
「円
中
友
好
の
た
め
に」
と
い
う
形で

中
国
を
例
外
的に
扱っ
て
き
た
が、
す
で
に
中
国
は
外
貨
準
備
で
もこ

O
O三
年
末で
約三
O
O
O
億
米
ドル
と
ア
ジ
ア
第二
の
保
有
国で
あ

り、
わ
が
国
の
国
益
の
た
め
に
も、
あ
るい
は
わ
が
国
の
国
際
的
な
役

割
を
考
え
れ
ば
なお
さ
ら
の
こ
と、
対
中O
D
A
をこ
れ
以
上
続
け
る

こ
と
は
絶
対
に
あっ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
言
え
よ
う。

O
D
A
を
供
与
す
れ
ば、
中
国
は
日
本
の
言
うこ
と
を
聞
く
で
は
な

い
か
と
い
う
則
符
が
あ
る
と
し
た
ら、
そ
れ
は
根
本
的
な
誤
り
で
あ

る。
中
華
思
知
的
な
中
国
観
が
改め
ら
れ
な
い
限
り、
い
か
に
日
本が

巨
額
の
援
助
を
注
ぎ
込ん
で
も、
中
国
は
そ
れ
を
当
然
日
本
が
行
うべ

き
買ぎ
物
の一
つ
と
し
て
考
え
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る。
O
D
A

の
控
助
を
供
与
さ
れ
な
が
ら、
梢
国
問
題
や
教
科古
問
題
の
よ
う
に、

中
国
の
日
本に
対
す
る
内
政
干
渉
ま
が
い
の
要
求
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ

を
し
ら
ない
の
で
あ
る。

本
年
元
日
に
小
泉
純一
郎
首
相が
初
詣
で
の一
環と
し
て
端
国
神
社

を
参同伴
し
た
こ
と
に
つ
い
て、
中
国
は
従
来
と
変わ
ら
ない
非
難
姿
勢

を
示
し
て
い
た。
こ
うい
う
中
国に
対
し
て
は、
もっ
と
毅
然
と
円
本

の
立
場
を
論
理
的に
主
張
すべ
き
で
あ
る。

日
本
の
立
場
の
主
強と
し
て、
少
な
く
と
も
都
国
問
題
に
つ
い
て
は

次
の三
つ
の
ポ
イン
ト
を
はっ
き
り
中
国に
言
うべ
き
で
は
な
い
か。

第一
に、
日
本
は
戦
後、
国
家
に
よっ
て一
人
も
人
の
命
を
臨時つ
て

ない
こ
と
で
あ
る。
こ
れ
は
日
本が
もっ
と
世
界に
向
け
て
主
張
すべ

き
事
柄
で
あっ
て、
中
国が
天
安
門
事
件
で
国
家
の
カ
に
よっ
て
多く

の
市
民
や
学
生
を
殺裁
し
た
よ
う
なこ
と
も
な
げ
れ
ば、
文
化
大
革
命

や
大
躍
進
政
策な
ど
の
相
次
ぐ
失
政に
よっ
て
人
命
を
失
う
こ
と
も
な

かっ
た。
中
越
戦
争
や
中
ソ
戦
争、
か
つ
て
の
朝
鮮
戦
争
の
よ
う
に
戦

争
目的
で
出
兵
し
た
こ
と
も
ない。
こ
のこ
と
を
もっ
と
胸
を
強っ
て

主
張
すべ
き
で
あ
る。

第二
は、
妨
国神
社は
A
級
戦
犯が
合
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
け
しか

らん
と
い
う
中
国
側の
主
張
は、
一
部の
反
動
派と
か
支
配
者と
か
を

人
民
と
分
け
て
糾
弾
す
る
とい
うマ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
闘
争
史
観で

あ
り、
日
本
人
の
粉仰の
根
本
に
触
れ
る
蛸
国
神
社の
問
題
に
当て
は

め
て
雷わ
れ
る
筋
合い
は
まっ
た
く
ない。

三
つ
自
に
は、
蛸国
神
社
は
中
国に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
日
本
国
内

に
あ
る
神
社で
あ
る。
当
然、
中
国の
抗
議
に
対
し
て
は、
日
本
側も

戦
没
者へ
の
国
民
の
率
直
な
感
情を、
中
国
人
と
は
異
な
る
日
本
人の
313広大な中国という幻忽！



し
っ
か
り
と
伝
達
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

死
生
観
と
も
ど
も、

・bv
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と、
中
国へ
の
対
し
方
の
根
本
に
つ
い

て、
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
考
え
直し
て
ゆ
くべ
き
で
あ
ろ
う。

中
華
世
界
に
変
動
の
芽

そ
こ
で
次に
中
華
世
界
の
再
編、
変
動
と
い
う
将
来
像
を
考え
て
み

たい。
昨
年
八
月
に
台
北
で、
香
港
と
台
湾
の
人
た
ち
約
七
百
人
が

「一
国
両
制
下
の
香
港」
と
題
し
て
国
際
的
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行っ

た。
こ
れ
は
画
期
的
な
こ
と
で
あっ
た。
な
ぜ
か
と
い
う
と、
香
港
の

人
た
ち
の
多
く
は
英
領
植
民
地で
長
く
住
み
慣れ
て
き
て
生
活
水
準が

非常に
高い、
自
分
た
ち
は
あ
る
種
の
中
華
世
界
のエ
リ
ー
ト
だ
と
い

う
感
仰
を
持っ
てい
た。
い
ざ
と
な
れ
ば
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
な
ど
ど

こ
に
で
も
行か
れ
る
と
い
う
香
港
ネッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
め
てい
て、
あ

え
て
政
治
意
識を
持と
う、
あ
るい
は
ア
イデン
テ
ィ
ティ
ー
を
確か

め
よ
う
と
い
うこ
と
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
かっ
た
と
言
え
よ
う。
そ

の
た
め、
香
港
返
還の
時に
も六
百
万
香
港
市
民
の
意
思
が
表明
さ
れ

るこ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
かっ
た。

し
た
がっ
て
部
小
．平・
サッ
チャ
l
会
談が
行
わ
れ
た一
九八二
年

以
来
の
香
港
返
還
交
渉
の
な
か
で、
た
だ
時の
来る
の
を
待っ
てい
た

の
で
あ
る
が、
実
際に
香
港が
中
国に
吸
収
さ
れ
た
あ
と
を
見
て
み
る

と、
コ
国
両
制」、
つ
ま
り
中
国と
い
う一
つ
の
慌の
中に二
つ
の
政

治
シ
ス
テ
ム
（
資
本
主
義
と
社会
主
義・
共
産
主
義）
が
共
存
し
て、

五
十
年
間
そ
の
現
状を
維
持
す
る
と
い
う
部
小
平の
約
束に
も
か
か
わ

ら
ず、
返
還
前
後か
ら
香
港
は
完
全に
中
固
化
さ
れ
て
ゆ
き、
政
治的

な
自
由
は
ほ
と
ん
ど
な
く
なっ
て
し
まっ
た。
香
港に
は
自
由に
情
報

が
飛
び
か
っ
て
い
た
の
だ
が、
自
由
な
報
道
も
で
き
な
く
なっ
て
い

た。
さ
ら
に
誼
挫
帯
特
別
行
政
区
長
官
は
中
国
の
な
向
を
浪ん
で、
香

港
の
巡
法
と
み
ら
れ
る
香
港
基
本法
第二
十三
条に
基
づ
く
治
安立
法

を
昨年
七
月
の
香
港
返
還
六
周
年
ま
で
に
制
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る。
そ
の
国
家
保安
法
は、
温
家
宝
首
相
が
返
還
六
周
年
で
香
港に
来

る
の
に
間
に
合
う
よ
う
に
と
い
うこ
と
で
あっ
た
が、
そ
う
し
た
状況

の
な
か
で、
も
うこ
れ
以
上
我
慢
で
き
ない
と
い
う
香
港
の
市
民が
初

め
て
政
治
的に
連
帯
し
て
立
ち
上
がっ
た
の
で
あっ
た。

一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
当
時
は、
「
今
日
の
北
京
は
明
日
の
香

港」
と、
皆
が
危
機
感
を
感
じ
て
デモ
を
し
た
が、
こ
う
し
た
香
港
自

体に
か
か
わ
るこ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
政
治
的
意
識
の
な
かっ
た

香
港
市
民
が、
H
香
港
の
ジ
ャ
ン
ヌ・
ダル
ク。
と
もい
え
る
劉
碁
忠

女
史
（「
前
線」
の
立
法
会
議
員）
ら
を
中
心
に
し
て、
七
月一
日、

五
十
万
人
か
ら六
十
万
人
と
い
う
大デモ
を
敢
行
し
た
の
で
あっ
た。

そ
の
デ
モ
を
行っ
た
人
た
ち
の
代
表二
十
名
が
身の
危
険を
か
け
て
台

間
に
来
て
台
湾
の
人
た
ち
に
訴
え
た
の
で
あ
る。
「
も
う
香
港
に
は
応

能の
中
の
民
主
主
識
し
か
ない。
μ
簡
の
中の
自
由
し
か
ない。
あな

た
方
台
湾
の
人
々
は
香
港
の二
の
舞い
を
し
て
く
れ
る
な」
と。

台
湾
の
人
た
ち
は、
香
港
の
人
た
ちに
対
し
て
か
な
り
冷
たい
感
情

を
持っ
てい
た。
間
南
語
（
台
湾
説）
と
香
港
の
人
々
の
広
東
請で
は
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言
葉
も
違
う。
そ
れ
ら
の
人
た
ち
がコ
ミュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し

て
は
標
準
語
の
北
京
語
を
共
通
言
語
と
し
て
使い
な
が
ら、
熱
烈
なエ

ー
ル
を
交
わ
し
合い、
「一
国
両
制」
が
い
か
に
欺
附
的
で
あ
る
か、

中
国
当
局
に
嘱
さ
れ
て
はい
け
ない
と
訴え
た
の
で
あっ
た。

そ
し
て、
香
港
で
は
デ
モ
の
結
果、
国
家
保
安
法
の
成
立
が一
時
延

期
さ
れ
て
今
日
に
至っ
て
お
り、
つ
い
最
近
も
十
万
人
規
模
の
デ
モ
が

引
き
続い
て
起
き
て
い
る。

台
湾
で
は、
こ
う
し
た
香
港
の
成
果
を
受
け
て
昨
年
九
月、
「
中
華

民
国」
とい
う
名
前を
「
台
湾」
に
変え
よ
う
とい
う
正
名
運
動
デ
モ

が
十
万
人
規
模
で
行
わ
れ
た。
台
湾
で
は
街
の
名
前
も
重
鹿
路
と
か
南

京
路
と
か、
銀
行
名
も
中
国
銀
行
と
か
中
都
信
託
銀
行
と
か
に
なっ
て

い
る。
「
だ
か
ら
だ
め
なん
だ、
自
分
た
ち
は
台
湾
人
だ」
と
い
う
怠

識
の
内
部
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
上
の
変
化
が
起
こ
りつ
つ
あ

り、
こ
れ
はい
か
な
る
国
際
政
治
も
関
与
で
き
ない
民
意
の
変
化だ
と

言
え
よ
う。
ブ
ッ
シュ
大
統
領
の
対
台
前
政
策に
曾
告
を
発
す
る
か
の

よ
う
に、
『
ワ
シ
ン
トン・
ポ
ス
ト』
は
去
る一
月二
目、
「
台
湾
に
は

新
しい
国
家
ア
イ
デン
ティ
ティ
ーが
生
じ
てい
る」
と
組し
て
大
陸

中
国
と
の
文
化
的
な
違い
の
変
化の
断
面を
伝
え
て
い
た
が、
こ
の
よ

う
な
変
化を
正
而か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
是
非
必
要で
あ
ろ
う。

来
る二
月二
十
八
日
は、
台
湾
人
が
大
陸か
ら
やっ
て
き
た
外
省人

に
大
変
捕い
自
に
辿っ
た二・
二
八
事
件
の
氾
念
日
で
あ
る。
こ
の
日

に
合
わ
せ
て
百
万
人
規
模の
人
の
鎖
で
台
湾
全
島
を
つ
な
ぐ
計
画
が
今

練
ら
れ
てい
る。
そ
れ
が
実
現す
る
か
も
し
れ
ない。

こ
れ
は
台
湾
の
人
た
ち
のせ
っ
ぱ
詰
まっ
た
気
持
ち
の
ボ
れ
で
あ

り、
お
そ
ら
く
中
国
は
大
変
な
政
治
的
干
渉
を
行い、
総
統
選
挙
を
有

利
に
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う。
た
だ、
私は
そ
れ
は
逆
効
果
で、
む

し
ろ
そ
う
な
れ
ば
陳
水
稲
政
権、
本
土
派
の
政
椛
は
継
続
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
て
い
る。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で、
日
本
は
冒
頭
の
よ
う
に
内
政
干
渉、
選

挙
介
入
を
行っ
て
い
る
の
だ
か
ら、
李
登
姉
氏
ら
は
困
惑
し
立
腹
し

た。
し
か
し、
李
登
飾
氏
は
依
然
と
し
て
非
常に
’親日
的
で
あ
り、
か

っ
「
日
本
精
神」
を
尊重し
て
い
る。
そ
れ
をい
い
こ
と
に
円
本
政
府

．
外
務
省
は
今回
あ
え
て
台
湾を
足
蹴
に
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う。

こ
の
よ
う
に
香
港
も
台
湾
も
大
き
く
変
動
し
よ
う
と
し
て
お
り、
同

時
に
大
陸
の
附
辺
か
ら
中
都
世
界
変
動
の
芽が
山て
き
てい
る。
も
し

そ
れ
が
成
功
す
れ
ば、
や
が
て
大
陸
の
小が
民
主
的
な
脱
中
曜に
動い

て
い
く
か
も
し
れ
ない。
そ
れこ
そ
が
実は
今
日
の
中
国
指
導
部が一

番恐
れ
て
い
るこ
と
な
の
だ。
問
題
は
そ
の
よ
う
な
新しい
中
華
世
界

の
動
き
に、
私た
ち
が
ど
う
対
応
す
る
か
で
あ
る。

中
華
思
想
を
認
識
し
た
対
中
戦
略
が
必
要

315広大な＂＇附という幻！.！.！

で
は
最
後に
小
都
世
界
の
変
動
を
見
る一
つ
の
メ
ル
クマ
ー
ル
と
し

て、
「
中
帯
思
恕
と
は
何
か」
を
少し
整
理
し
て
み
た
い。
中
華
忠
利仙

は、
あ
るい
は
中
国
の
大
国
主
義
とい
わ
れ
る
が、
こ
れ
は三
千
年、

凹
千
年
とい
う
中
国
の
歴
史
のい
わ
ば
伝
統
と
い
う
よ
り
も
歴
史
的
衝

動
と
し
て
の
自
民
族
中
心
主
読
（エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム）
な
の
で
あ



る。
こ
の
中
華
思
想か
ら
離
脱
し
ない
限
り、
中
国
は
本
当
に
世
界
の

仲
間と
し
て
安
心
し
て
迎
え
ら
れ
ない
で
あ
ろ
う。

中
国
の
歴
史
を
た
ど
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に、
中
華
世
界
で
は、
史

記
や
漢
お
な
ど
の
中
国
の
庇
史
内に
あ
る
よ
う
に、
楽、
漢
の
時
代
以

来、
秩
序
の
中
心
が
常
に
中
務皇
－MW
な
の
で
あ
る。
皐
－W
の
周
辺
に
は

内
臣が
常に
存
在し、
皇
帝
の
徳
と
礼と
法
に
よっ
て
感
化
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
かっ
た。
こ
の
外
側に
は
外
臣
の
国が
あ
る。
外
臣
の
国

は
徳と
礼に
よっ
て
感
化
さ
れ
る
の
だ
が、
法
は
行
き
届
か
な
く
て
も

い
い。
つ
ま
り
必
ず
し
も
律
令
制
度
は
取
ら
な
く
て
もい
い
と
い
うこ

と
で
あ
る。
そ
し
て
外
臣
の
も
う一
つ
周
り
に
は
朝
貢
国が
あ
り、
こ

れ
は
中
国皇
帝
の
徳を
戴
か
な
け
れ
ばい
け
ない。

日
本
の
場
合
は
律
令
制
度
の
導
入
に
よっ
て
中
国
の
法
を
受
け
入
れ

た
形に
な
る
の
だ
が、
具
体
的
に
中
国に
貢
ぎ
物
を
献
じ
た
の
は、
日

本で
は
琉
球
王
国、
つ
ま
り
沖
縄
で
あっ
た。
琉
球
は
朝
貢
国だ
が、

日
本
は
長い
間
鎖
国を
とっ
て
い
たこ
と
も
あ
り、
中
国
の
朝
貢
国で

は
な
かっ
た。
朝
貢
国
の
周
辺
に
あ
る
対
隣
の
国
で
あっ
た。
そ
し

て、
そ
の
ま
た
外に
は
絶
域
の
国が
あ
る。
だ
か
ら、
絶
域
の
国・
イ

ギ
リ
ス
か
ら
中
国
の
皇
帝に
拝
謁
す
る
に
は、
十八
世
紀
のマ
カ
l
ト

ニ
1
の
使
節
団に
見
ら
れ
る
よ
う
に
三
拝
九
拝
し
てひ
れ
伏
さ
ない
な

ら、
皇
帝に
も
拝
謁
で
き
ない
と
い
う
構
造
な
の
で
あ
る。
こ
う
し
た

中
華
世
界
の
垂
直
的か
つ
同
心
円
的
な
構
造
が
束
ア
ジ
ア
に
は
歴
史
的

に
存
在
し
て
き
た。

五
服
説
と
い
わ
れ
る
中
国
の
服
拠
期
間
は、
両
親
が
死ん
だ
時に
は

三
年
間、
兄
弟
が
死ん
だ
時に
は一
年
間と、
親
疎
の
関
係に
よっ
て

き
ち
ん
と
拙
か
れ
て
い
る
よ
う
に、
そ
の
国
際
版
と
し
て
の
中
部十
忠
組

的
な
秩序が
ずっ
と
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
る。

ハ
ーバ
ー
ド
大
学
の
ジョ
ン・
K・
フェ
アパ
ン
ク
教
授
がこ
の
中

華
附
界の
秩
序
に
関
し
て
『
チ
ャ
イニ
l
ズ・
ワ
ール
ド・
オ
ー
ダ

ー』
（
中
国
的
世
界
秩
序）
と
い
う
編
著
を
残
し
て
い
る。
わ
が
国
で

は
早
稲m
大
学
の
製
版
朋
俗
博
士
が
中
部
世
界
の
成
立
に
閲
す
る
催
れ

た
研
究
を
さ
れ
て
い
た
が、
フェ
アパ
ン
ク
教
授
や
架
原
氏
の
説
を
併

り
て
現
在の
中
国を
見
る
と、
わ
が
国
は
歴
史
的に
律
令
制
度
を
受
け

入
れ
て
き
た
の
に
官
官
の
制
度
は
拒
否し
て
い
る
な
ど、
中
国
文
化
を

日
本
化
し、
日
本
的
に
取
り
入
れ
て
選
択
し
てい
る
の
だ
が、
束ア
ジ

ア
の
国
際
的
空
間に
は
歴
史
的・
構
造
的
にこ
の
よ
う
な
中
華
世
界
の

秩序
観が
存
在
し
て
き
た。
こ
の
秩
序
意
識
は
毛
沢
東
の
時
代、
部
小

平
の
時
代、
そ
し
て
今
日
の
時
代に
おい
て
も
変わっ
て
い
な
い。

こ
う
し
て
本
来皇
帝
の
求
心
力
に
忠
実で
な
け
れ
ばい
け
ない
中
華

世
界で
は、
例
え
ば
そこ
か
ら
台
湾
が
離
脱
し
よ
う
と
し
た
り、
台
湾

人
は
中
国人
と
違
う
と
い
う
意
識に
対
し
て
は、
本
来、
台
湾
は
中
華

世
界か
ら
は
み
出
た
「
化
外」
の
地
で
あっ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
い

く
ら
で
も
懲
間
で
き
る
と
い
う
意
識
構
造
に
なっ
て
い
る
の
で
あ
る。

か
つ
て
中
越
戦
争
の
時に
郷
小
平
氏
が
「
制
裁」
とい
う
音
楽
をベ
ト

ナム
に
対
し
て
用い
た
の
も、
ま
さ
に
中
華
世
界
的
な
秩
序
観か
ら
で

あっ
た。
そ
の
よ
う
な
秩序
が
あ
れ
ばこ
そ、
「
制
裁」
と
い
う
現
代

の
民
主
的
な
外
交
関
係か
ら
は
考
え
ら
れ
ない
態
度が
出
て
き
て
い
る

の
で
あ
る。

中部中
世
界
の
歴
史
的
椛
造
の
も
と
で、
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が
存
在
す
る
と
い
う
中
華
思
想
は
煮
て
も
焼い
て
も
食
え
ない、
と
台

湾
の
李
登
輝
氏
は
言
う
の
だ
が、
そ
うい
う
習
性か
ら
中
国
自
身が
離

脱
で
き
る
か
ど
う
か。
私
は
か
な
り
難
し
い、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は

ない
と
思
う。
仮に
今
の
共
産
党体
制
が
崩
れ
て
中
国が
民
主
化
し
て

も、
中
挙
世
界
的、
中
都
思
想
的
な
秩
序
や
思
想か
ら
離
脱
し
てこ
そ

初
め
て
中
国
は
国
際的
に
協
調
で
き
る
の
だ
が、
当
分
は
こ
の
ま
ま
の

厄
介
な
存
在が
続い
て
い
く
で
あ
ろ
うこ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
覚悟
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない。

日
本の
対
中回
戦
略
は、
単に
目
先の
日
中
関
係
で
は
な
く、
右の

よ
う
な
歴
史
的
構
造
を
認
識
し
た
う
え
で、
き
ちん
と
し
た
政
策
な
り

戦
略
を
打
ち
立
て
て
い
く
必
要が
あ
る。

日
本
に
と
っ
て
の
台
湾
の
重
要
性

で
は
日
本に
とっ
て
な
ぜ
台
前
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
の
か。
二
千三

百
万
人
の
極
め
て
親
日
的
な
成
熟し
た
先
進
国で
あ
る
台
湾
が、
台
湾

海
峡に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
現
実が
因
説
上
か
ら
す
れ
ば、
当
然
指

摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ない。
加
え
て
シ
l
レ
l
ン
の
確
保
な
ど
の
安
全
保

障上
の
意
味
も
重
要
で
あ
る。
さ
ら
に、
か
つ
て
日
本の
統
治
下に
あ

っ
た
台
湾が
日
本
統
治
時
代
の
遺
産
を
継
承
し
て
今日
発
展
し
てい
る

こ
と
か
ら
し
て
も、
日
本
の
近
現
代
の
再
評
価を
す
る
う
え
で、
日
本

に
とっ
て
は
大
変
重
要
なパ
ー
ト
ナー
な
の
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
点
を

外
交
戦
略
上
しっ
か
り
位
置づ
け
た
う
え
で、
中
国とい
う
不
可
解で

巨
大
な
怪
物に
対
処
し
て
い
く
必
要が
あ
ろ
う。
こ
の
巨
大
な
怪物が

重
要
だ
か
ら、
ま
ず
中
国へ
な
び
く
と
い
う
の
は
根
本的に
間違っ
て

い
る。
今の
日
本が
そ
うい
う
政
策を
とっ
て
い
る
限
り、
中
国に
い

つ
も
侮
ら
れ、
や
が
て
は
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
存
在に
なっ
て
し
ま

い
か
ね
ない。
中
華
世
界を
周
辺
か
ら
変
革
で
き
る
か
も
し
れ
ない
唯

一
の
可
能
性
は
台
湾
で
あ
り、
あ
るい
は
少
し
遅い
が
目
覚
め
つ
つ
あ

る
香
港か
も
し
れ
ない。
チベ
ッ
ト、
ウ
イ
グル、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の

本
来
中
挙
世
界
の
外に
あ
るべ
き
地
域
は、
も
は
や
政
治
的
に
は
その

可
能
性を
ほ
と
ん
ど
失っ
て
し
まっ
た。
新
聴ウ
イ
グル
自
治
区
も
内

モ
ン
ゴ
ル
も
チベ
ッ
ト
も
完
全に
漢
人
が
支
配
し
て
い
る
か
ら
で
あ
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る。そ
う
し
た
な
か
で
最
近、
ア
メ
リ
カ
と
中
国
の
関
係が
プッ
シュ
大

統
領
の
当
初の
政
策か
ら
大
き
く
変わっ
て、
イ
ラ
ク
戦
争
や
北
朝
鮮

問
題
で
の
中
国
の
協
力
が
必
要
だ
と
し
て、
対
中
宥
和
政
策に
傾い
て

き
て
い
る。
か
つ
て
ブ
ッ
シュ
大
統
領
は
中
国
を二
度
訪
問し、
い
ず

れ
の
機
会
に
も
当
時
の
江
沢
民
主
席
の
前で、
「
反
テロ
リ
ズ
ム
へ
の

米
中
協
調
が
中
国
圏
内の
少
数
民
族
の
抑
圧につ
な
がっ
て
は
な
ら
な

い」
と
念
を
押
し
て
い
た。
と
こ
ろ
が、
最
近
は
ア
メ
リ
カ
自
体
が
中

国に
非
常
に
清
和
的
な
手
を
差
し
のべ
て
い
る。
例
え
ば
そ
の一
環
と

し
て、
新
田
ウ
イグル
自
治
区に
歴
史
的
に
存
在
し
て
き
た
束
トル
キ

ス
タン
独
立
運
動
の
イ
ス
ラム
指
導
者ハ
ツ
サン・
マ
ッ
ス
ム
は
去
る

十二
月、
パ
キ
ス
タ
ン
と
ア
メ
リ
カ
と
の
合
同
演
習
の
犠
牲に
なっ
て

パ
キ
ス
タン
軍に
射
殺
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
てい
る。

本
来
ア
メ
リ
カ
は
ウ
イグル
族
の
独
立
運
動、
イス
ラム・
ト
ル
キ

ス
タ
ン
運
動
に
もか
な
り
の
共
感
を
示
し
て
い
た
の
に、
ア
メ
リ
カ
は

そ
れ
を
犠
牲に
し
て
も
北
京
と
手
を
結ぶ
と
い
う
政
策に
変
わ
りつ
つ

あ
る。
私
自
身は
や
が
て
米・
中が
新
冷
戦
的に
対
決
す
る
だ
ろ
う
と

思
う
が、
そ
うし
た
状
況
の
な
か
で
わ
が
国
は、
本
来、
米
中
間
で
も

極
め
て
重
要
な
役
割
を
担っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る。

同
時に
台
湾
と
の
関
係
で
は、
本
当
に
台
湾
の
こ
と
を
わ
かっ
て
い

る
の
は
実
は
円
本の
は
ず
で
あ
り、
台
湾
の
存
在が
本
当
に
必
要
な
の

は
日
本な
の
で
あ
る。
そ
のこ
と
を
ア
メ
リ
カ
に
十
分
説
明し、
ア
メ

リ
カ
自
身が
独
立
戦
争
を
勝ち
取っ
た
経
緯か
ら
し
て
も、
台
湾
の
民

芯が、
も
し
独
立
を
求
め
る
な
ら
ば、
そ
う
し
た
選
択
を
し
よ
う
と
す

る
こ
と
に
対し
て
ア
メ
リ
カ
が
十
分
な
理
解
を
示
す
こ
と
が
必
要だ
と

説
得し
な
け
れ
ばい
け
ない。
実
質
的に
台
湾
は
す
で
に
独
立
主
権
国

家
な
の
だ
が、
李
登
輝
氏
ら
は
ま
ず
そ
の一
歩
と
し
て
「
台
湾」
に
名

前を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ。

そ
の
よ
う
な
選
択
は
単に
台
湾
の
民
意
を
尊
重
す
る
と
い
うこ
と
だ

け
で
は
な
く、
巨大
な
中
都中
世
界
を
新
し
く
改
造
し、
一内
編
し
てい
く

こ
と
へ
の
間
接
的
な
質
献に
も
な
る
で
あろ
う。

十三
億
人
か
ら
さ
ら
に
十五
億
人
に
な
る
小
国が、
今
の
よ
う
な
共

産
党
独
裁
政
権
下
で
国
威
発
掛
の
大
中
華
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
を
掲
げ、

「二
十一
世
紀
は
中
国
だ」
と
い
う
形
で
い
くこ
と
が、
果
た
し
て
中

国
の
民
衆に
とっ
てベ
タ
ー
な
選
択
な
の
か
ど
うか。
こ
れ
は
中
国
自

身が
選
択
す
るこ
と
で
あ
る
が、
そ
の
よ
う
な
選
択
肢
を
中
国
の
民
衆

が
奪
わ
れ
て
い
る
現
在、
わ
が
国と
し
て
は、
中
華
世
界
の
変
動
の
可

能
性と
い
う
視
野
の
中
で
問
題
を
設
定
し
て
い
く
必
要が
あろ
う。

日
中
関
係
は
非
常に
近い
国
際
関
係
で
あ
る
だ
け
に、
日
本は
十
分

な
戦
略
的
思
考に
よっ
て
中
国に
対
処
し、
日
本
の
外
交
政
策全
体に

つ
な
げ
て
い
くべ
き
で
あ
る。
し
か
し、
現
実
は
全
く
そ
れ
と
議
離し

て
い
て、
日
顕に
見
た
よ
う
に、
中
国と
い
う
大
国に
阿っ
て
台
湾と

い
う
小
国
を
侮る
政
策が
公
然
と
行
わ
れ
てい
る。
こ
の
姿
勢
を
世
論

の
力
やマ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
力
で
是
非
改
め
て
い
くべ
き
だ
と
考
え
る
と

こ
ろ
で
あ
る。
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