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長
年
に
わ
た
り
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所

の
所
長
と
し
て
台
湾
史
研
究
の
深
化
発
展
に
尽

力
さ
れ
て
き
た
許
雪
姫
教
授
が
、「
台
湾
学
術

研
究
文
化
叢
書
」
の
一
環
と
し
て
ず
っ
し
り
と

重
た
い
本
を
出
版
さ
れ
た
。
六
〇
〇
頁
に
及
ぶ

大
著
は
モ
ノ
と
し
て
も
重
た
い
の
だ
が
、
著
者

が
二
〇
年
あ
ま
り
を
か
け
て
浮
き
彫
り
に
し
た

事
実
は
さ
ら
に
重
た
い
。

　
本
書
が
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
戦
前
期
に

「
満
洲
」（
中
国
東
北
地
域
）
に
渡
っ
た
台
湾
人

で
あ
る
。
こ
こ
で
台
湾
人
と
は
、
一
八
九
七
年

の
「
台
湾
住
民
国
籍
決
定
」
で
日
本
国
籍
を
選

ん
だ
人
々
と
そ
の
子
孫
と
い
う
よ
う
に
操
作
的

に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
台
湾
か
ら
日
本
帝
国
内

の
別
の
植
民
地
に
離
散
し
た
人
び
と
は
日
本
帝

国
の
瓦
解
と
と
も
に
い
っ
た
ん
「
故
郷
」
台
湾

に
回
帰
す
る
。
だ
が
、
過
酷
な
現
実
に
直
面
し

て
再
び
世
界
に
離
散
し
て
い
っ
た
者
も
少
な
く

な
か
っ
た
。「
離
散
」
と
「
回
帰
」
が
本
書
の

主
題
と
な
る
所
以
で
あ
る
。

　
ま
ず
本
書
の
章
立
て
を
確
認
し
て
お
く
と
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に

　
第
一
章
　
概
論

　
第
二
章
　
台
湾
人
の
「
満
洲
経
験
」

　
第
三
章
　
満
洲
で
教
育
を
受
け
た
台
湾
人

　
第
四
章
　
満
洲
国
官
僚
体
系
の
建
設
と
台
湾

人
官
僚

　
第
五
章
　
非
公
職
の
台
湾
人
、
満
洲
に
お
け

る
台
湾
人
の
生
活

　
第
六
章
　
満
洲
に
い
た
台
湾
人
医
師

　
第
七
章
　
台
湾
人
の
満
洲
に
お
け
る
戦
争
体

験

　
第
八
章
　
満
洲
経
験
者
の
そ
の
後
の
境
遇
と

二
度
目
の
離
散

　
第
九
章
　
結
論

　
台
湾
人
と
満
洲
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
代
駐
日
満
洲
国
全
権
大
使
だ
っ
た
謝

介
石
が
台
湾
出
身
で
あ
る
こ
と
は
、
評
者
も

知
っ
て
は
い
た
。
だ
が
、
謝
介
石
の
よ
う
な
人

物
は
例
外
的
な
ケ
ー
ス
な
の
だ
ろ
う
と
勝
手
に

思
い
込
ん
で
い
た
。
本
書
が
示
し
て
い
る
の
は

む
し
ろ
謝
介
石
の
よ
う
な
存
在
が
氷
山
の
一
角

に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
三

〇
〇
〇
人
を
超
え
る
台
湾
人
が
満
洲
に
渡
り
、
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満
洲
国
の
高
等
官
、
医
師
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
大

学
教
授
な
ど
社
会
的
に
影
響
力
あ
る
地
位
を
占

め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
満
洲
国
成
立
以
前
か
ら
、
奉

天
（
瀋
陽
）
に
設
立
さ
れ
た
南
満
医
学
堂
（
の

ち
に
満
洲
医
科
大
学
）
な
ど
高
等
教
育
機
関
で

学
ぶ
た
め
に
満
洲
に
渡
っ
た
者
が
少
な
く
な
い

こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
当
時
の
台
湾
に

お
け
る
高
等
教
育
機
関
が
質
・
量
と
も
に
貧
弱

だ
っ
た
た
め
に
日
本
内
地
に
留
学
し
た
者
が
多

い
こ
と
こ
そ
知
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
台
湾
か

ら
満
洲
へ
の
留
学
は
評
者
の
眼
中
に
ま
っ
た
く

入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
驚
き
だ
っ
た
。
か
り

に
満
洲
に
お
け
る
学
生
・
生
徒
の
名
簿
を
入
手

で
き
た
と
し
て
も
、
名
前
を
見
た
だ
け
で
は
台

湾
出
身
か
中
国
大
陸
出
身
か
見
分
け
が
付
か
な

い
と
い
う
事
情
が
そ
こ
に
作
用
し
て
い
た
こ
と

も
あ
ら
た
め
て
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
。

　
本
書
で
は
第
二
章
で
満
洲
国
建
国
以
前
の
時

期
に
遡
り
な
が
ら
台
湾
人
が
満
洲
へ
と
越
境
し

た
理
由
を
検
討
し
た
う
え
で
、
第
三
章
で
は
満

洲
で
教
育
を
受
け
た
台
湾
人
、
第
四
章
で
は
満

洲
国
の
官
僚
や
軍
人
、
第
五
章
で
は
南
満
洲
鉄

道
や
満
洲
重
工
業
開
発
の
よ
う
な
国
営
会
社
・

特
殊
会
社
の
社
員
、
第
六
章
で
は
医
師
と
い
う

よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
分
野
に
し
た
が
っ
て

分
け
て
満
洲
に
お
け
る
膨
大
な
台
湾
人
の
存
在

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
満
洲
と
い
う
空
間
が
台

湾
人
に
開
か
れ
た
社
会
的
上
昇
移
動
の
数
少
な

い
ル
ー
ト
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
事
実
を
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、

本
書
で
は
膨
大
な
文
献
資
料
が
博
捜
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
遼
寧
省
檔
案
館
所
蔵
「
南
満
医
学

堂
卒
業
生
学
籍
簿
」
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、
評

者
に
と
っ
て
は
驚
き
だ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代

前
半
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
資
料
を
見
つ

け
出
そ
う
と
し
て
遼
寧
省
檔
案
館
を
何
度
か
訪

問
し
な
が
ら
、
つ
い
に
辿
り
着
け
な
か
っ
た
記

憶
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
著
者
が

中
心
と
な
っ
て
積
み
重
ね
て
き
た
口
述
歴
史

（
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
）
が
縦
横
無
尽
に

利
用
さ
れ
て
も
い
る
。
本
書
に
登
場
す
る
満
洲

の
台
湾
人
の
大
多
数
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
記
述

で
着
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
ほ
と
ん
ど

無
名
の
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
あ
た
か

も
ひ
と
り
ひ
と
り
の
墓
碑
銘
を
刻
む
か
の
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
の
重
み
に
向
き
合
い
な
が

ら
、
固
有
名
詞
を
丁
寧
に
本
書
に
刻
み
込
ん
で

い
く
。
真
に
驚
嘆
す
べ
き
は
資
料
の
博
捜
そ
れ

自
体
と
い
う
よ
り
も
、
無
名
の
人
び
と
の
足
跡

を
ど
こ
ま
で
も
追
及
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
意

志
で
あ
り
、
研
究
者
と
し
て
の
執
念
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
第
七
章
で
は
「
台
湾
人
の
満
洲
に
お
け
る
戦

争
体
験
」、
第
八
章
で
は
「
満
洲
経
験
者
の
そ

の
後
の
境
遇
と
二
度
目
の
離
散
」
が
描
か
れ

る
。
満
洲
国
に
お
け
る
台
湾
人
は
、
日
本
敗
戦

後
、
台
湾
へ
と
帰
還
す
る
道
の
り
に
お
い
て
日

本
語
を
話
し
て
は
な
ら
ず
、
北
京
語
は
話
せ
な

い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
福
建
語
や
客
家
語
は
中

国
東
北
の
人
々
に
通
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

に
、
口
を
つ
ぐ
む
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
運

よ
く
無
事
に
台
湾
に
た
ど
り
着
け
た
と
し
て
も

「
漢
奸
」
や
「
戦
犯
」
と
し
て
政
治
的
な
粛
清

の
対
象
と
さ
れ
た
者
が
少
な
く
な
く
、
二
・
二

八
事
件
や
白
色
テ
ロ
で
受
難
し
た
台
湾
人
の
中

で
満
洲
出
身
者
の
占
め
る
割
合
が
高
か
っ
た
こ

と
が
明
確
に
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
九
四
八
年

の
「
愛
国
青
年
会
事
件
」
で
は
台
湾
の
自
治
・

独
立
を
求
め
る
運
動
を
展
開
し
た
嫌
疑
で
多
数

の
若
者
が
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
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は
満
洲
国
の
最
高
学
府
た
る
建
国
大
学
の
同
窓

生
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

国
民
党
統
治
の
強
権
性
と
台
湾
の
世
界
的
孤
立

が
露
わ
に
な
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
日
本
、
カ

ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
へ
の
「
再
度
の
離
散
」

も
生
じ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
本
書
の
日
本
語
版
の
副
題
は
「「
満
洲
国
」

の
台
湾
人
の
記
録
」
だ
が
、
中
国
語
版
（
未
公

刊
）
の
副
題
を
直
訳
す
る
と
「
台
湾
と
「
満
洲

国
」
の
狭
間
に
お
け
る
台
湾
人
」
と
な
る
。
お

そ
ら
く
日
本
語
版
で
は
わ
か
り
や
す
い
表
現
を

採
用
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
第
七
章
・
第
八
章
に

記
さ
れ
た
事
実
の
重
み
を
考
え
る
と
、「
ど
こ

に
も
安
住
の
地
は
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
伝
え
る
中
国
語
版
の
副
題
の
方
が
本
書
の
奥

行
き
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
た
。

　
本
書
の
意
義
と
し
て
、
単
に
歴
史
の
空
白
を

埋
め
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る

何
重
も
の
タ
ブ
ー
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
第
一
に
指
摘
す
べ
き
だ
ろ
う
。

あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
戦
後
台

湾
に
お
け
る
「
国
史
」
と
は
中
国
史
で
あ
り
、

近
現
代
の
台
湾
史
研
究
そ
の
も
の
が
長
期
間
に

わ
た
っ
て
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に

「
偽
満
（
洲
国
）」
の
歴
史
は
中
国
歴
史
学
界
に

お
け
る
タ
ブ
ー
で
あ
り
、「
は
じ
め
に
」
で
記

し
て
い
る
通
り
、「
偽
満
（
洲
国
）」
の
歴
史
を

探
究
す
る
こ
と
は
「
中
国
国
民
党
も
中
国
共
産

党
も
喜
ば
な
い
」
も
の
だ
っ
た
。
戦
後
日
本
で

は
元
満
洲
国
官
僚
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
発
散
す

る
た
め
の
歴
史
叙
述
と
、「
偽
満
」
と
し
て
抽

象
的
に
批
判
す
る
歴
史
叙
述
が
交
わ
ら
な
い
ま

ま
に
平
行
し
て
存
在
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
本

書
で
と
り
あ
げ
た
歴
史
は
、
台
湾
、
中
国
、
日

本
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
長
期
に
わ
た
っ
て
タ

ブ
ー
領
域
を
構
成
し
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代

に
な
っ
て
よ
う
や
く
山
室
信
一
ら
が
実
証
性
を

持
ち
な
が
ら
、
し
か
も
批
判
性
も
備
え
た
満
洲

国
史
研
究
を
打
ち
出
し
た
。
著
者
の
仕
事
は
山

室
ら
の
研
究
の
流
れ
を
継
承
し
な
が
ら
、
そ
れ

を
さ
ら
に
一
歩
も
二
歩
も
先
に
進
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
意
義
と
し
て
第
二
に
指
摘
す
べ
き

は
、「
離
散
と
回
帰
」
を
め
ぐ
る
経
験
を
台
湾

だ
け
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
世

界
史
に
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
植
民
地

政
府
の
拡
張
と
と
も
に
被
植
民
者
が
異
郷
で
交

易
を
展
開
す
る
よ
う
な
事
態
を
「
補
助
者
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
」（auxiliary diaspora

）
と
い
う
概

念
で
と
ら
え
、
イ
ギ
リ
ス
領
東
ア
フ
リ
カ
に
お

け
る
イ
ン
ド
人
の
経
験
と
「
満
洲
国
」
に
お
け

る
台
湾
人
の
経
験
を
、
同
一
の
平
面
で
捉
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
「
植
民
地
」
と

は
何
か
と
い
う
問
題
の
複
雑
さ
を
開
示
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

は
、「
ラ
セ
ン
の
上
昇
路
」
と
い
う
言
葉
で
社

会
的
上
昇
移
動
の
ル
ー
ト
を
表
現
し
、
こ
の

「
ラ
セ
ン
の
上
昇
路
」
が
開
か
れ
て
い
る
か
否

か
が
植
民
地
と
そ
う
で
は
な
い
地
域
を
分
け
る

メ
ル
ク
マ
ー
ル
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

た
。「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
政
治
家
は
立
法
の

た
め
に
南
部
へ
行
き
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
実

業
家
は
ロ
ン
ド
ン
の
市
場
に
自
由
に
参
入
す
る

こ
と
が
で
き
た
」。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
英
領

イ
ン
ド
出
身
者
に
と
っ
て
「
一
八
世
紀
の
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
に
は
な
お
開
か
れ
て
い
た
あ

の
ラ
セ
ン
の
上
昇
路
は
も
う
閉
ざ
さ
れ
て
い

た
」（
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
、

白
石
さ
や
・
白
石
隆
訳
『
増
補 

想
像
の
共
同
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体
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九
九
七
年
、
一
五
二

－

一
五
七
頁
）。
実
際
、
台
湾
か
ら
日
本
本
土
へ

の
「
ラ
セ
ン
の
上
昇
路
」
は
完
全
に
閉
ざ
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
限
定
的
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
評
者
も
拙
著
『
世

界
史
の
な
か
の
台
湾
植
民
地
支
配
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
一
五
年
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
書
で
は
い
わ
ば
「
斜
め
上
へ
の

ラ
セ
ン
の
上
昇
路
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
植
民
地
宗
主
国
の
中
心
に
向

か
っ
て
で
は
な
く
、
同
じ
宗
主
国
の
別
の
植
民

地
と
い
う
「
斜
め
上
」
の
方
角
な
ら
ば
「
ラ
セ

ン
の
上
昇
路
」
は
か
な
り
開
か
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、「
イ
ン
ド
独

立
運
動
の
父
」
と
さ
れ
る
ガ
ン
ジ
ー
も
、
ロ
ン

ド
ン
で
法
律
を
学
ん
だ
後
で
、
英
領
南
ア
フ
リ

カ
連
邦
で
弁
護
士
開
業
し
た
の
だ
っ
た
。
さ
ら

に
、
日
本
の
場
合
、「
内
国
植
民
地
」
と
も
い

う
べ
き
沖
縄
や
奄
美
の
人
び
と
が
台
湾
や
南
洋

群
島
で
は
植
民
者
と
し
て
優
越
的
な
地
位
に

あ
っ
た
こ
と
も
思
い
起
こ
さ
れ
た
。
植
民
者
と

被
植
民
者
の
関
係
は
何
重
も
の
入
れ
子
構
造
に

な
っ
て
い
る
。
近
現
代
の
「
世
界
史
」
を
考
え

る
作
業
は
、
こ
の
植
民
―
被
植
民
を
め
ぐ
る
複

雑
な
入
れ
子
構
造
を
解
き
ほ
ぐ
す
と
こ
ろ
か
ら

始
め
る
ほ
か
な
い
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　
本
書
を
読
ん
で
い
て
疑
問
に
感
じ
る
と
こ
ろ

が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
第
一

章
冒
頭
の
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

　
　「
日
本
統
治
期
の
満
洲
国
の
台
湾
人
と
い

う
テ
ー
マ
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
最
も

悩
ま
し
い
の
は
立
場
の
問
題
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
被
植
民
者
を
日
本
人
の
勢
力
の
下

で
虎
の
威
を
借
り
、
漢
奸
の
道
を
選
ん
だ

と
し
て
譴
責
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
台
湾

で
活
路
が
閉
ざ
さ
れ
た
被
植
民
者
が
ど
の

よ
う
に
努
力
し
新
天
地
で
成
功
し
た
の
か

に
つ
い
て
、
実
事
求
是
の
態
度
で
も
っ
て

客
観
的
に
記
述
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。」（
一
頁
）

　
こ
の
あ
と
に
「
私
が
選
択
し
た
の
は
後
者
」

で
あ
る
と
い
う
文
章
が
続
く
。
評
者
は
最
初
に

こ
の
文
章
を
読
ん
だ
時
に
驚
い
た
。

　「
道
徳
的
な
譴
責
」
と
「
客
観
的
な
記
述
」

と
い
う
対
立
軸
で
後
者
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は

理
解
で
き
る
。
あ
ま
り
に
も
道
徳
的
な
評
価
が

先
行
し
す
ぎ
て
、
歴
史
的
な
事
実
そ
れ
自
体
の

解
明
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
傾
向
が
存
在
し
て

き
た
の
は
確
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
か
つ
て
瀋
陽
な
ど
で
「
偽
満
」
の
歴
史
に

か
か
わ
る
研
究
会
に
参
加
し
た
評
者
の
経
験
か

ら
も
そ
の
通
り
と
思
わ
れ
た
。

　
評
者
が
躓
い
て
し
ま
っ
た
の
は
「
新
天
地
で

成
功
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表

現
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
心

の
片
隅
に
置
き
な
が
ら
、
本
書
を
読
み
進
め

た
。
最
後
ま
で
読
み
終
わ
っ
て
感
じ
た
の
は
、

著
者
に
よ
る
冒
頭
の
言
明
に
反
し
て
、
本
書
全

体
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
決
し
て
単

純
な
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
部
分
的
・
一
時
的

な
「
成
功
」
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
離
散
と

回
帰
」
の
狭
間
で
宙
づ
り
に
さ
れ
る
人
々
の
懊

悩
や
苦
悶
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
そ
の
懊
悩
や

苦
悶
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
著
者

は
「
次
に
登
場
す
る
の
は
、
こ
ん
な
に
ひ
ど
い

目
に
あ
っ
た
人
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
で
は
な

く
、「
次
に
登
場
す
る
の
は
、
こ
ん
な
に
努
力

し
て
成
功
し
た
人
で
す
」
と
あ
え
て
紹
介
し
た

の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
に
置
か
れ

た
「
成
功
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
の
表
舞
台

か
ら
抹
消
さ
れ
て
き
た
人
々
に
再
度
登
場
を
願
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う
た
め
の
、
い
わ
ば
「
呪
文
」
の
よ
う
な
も
の

な
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
評
者
の
勝
手
な

解
釈
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
読
み
取

る
こ
と
で
冒
頭
の
言
明
と
本
書
の
内
容
は
整
合

す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
そ
の
他
、
気
に
か
か
っ
た
こ
と
と
し
て
、
当

時
の
台
湾
の
学
校
制
度
に
か
か
わ
る
訳
語
に

つ
い
て
正
確
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
散
見
さ
れ

た
。
例
え
ば
、「
経
済
・
工
業
・
農
林
学
校
」（
七

七
頁
）
は
「
商
業
・
工
業
・
農
林
学
校
」
と
訳
す

べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
著

者
の
責
任
で
は
な
い
。
中
国
史
専
攻
の
訳
者
た

ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
だ
け
台
湾
の
学
校
の
歴
史

が
疎
遠
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ

う
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
台
湾
史
と
中
国
史

と
日
本
史
の
タ
ブ
ー
に
挑
戦
し
な
が
ら
、
三
者

の
あ
い
だ
を
架
橋
す
る
本
書
の
試
み
が
稀
有
の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え

る
。

　
日
本
の
学
界
で
は
「
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
」
と
か
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
」
と
い
っ
た
言
葉
が
一
時
流
行
し

て
は
、
い
つ
の
間
に
か
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な

る
現
象
が
見
ら
れ
る
。
本
書
で
は
、「
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
」
を
別
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
」
で
用
い
ら
れ
て
き
た
述
語
が
登
場

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
「
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
」
の
問
題
提
起
の
核
心
が
、
本
書

に
お
い
て
実
証
的
厚
み
の
あ
る
歴
史
叙
述
と

し
て
受
肉
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
「
仕
事
」
の
重
み
に
頭
を
垂
れ
る
ほ
か
は

な
い
。


