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本
書
は
、
二
〇
一
二
年
八
月
四
〜
五
日
の
愛

知
大
学
名
古
屋
校
舎
で
の
「
近
代
台
湾
の
経
済

社
会
変
遷
│
│
日
本
と
の
か
か
わ
り
を
め
ぐ
っ

て
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
と
に
、
中
央
研
究
院

台
湾
史
研
究
所
（
主
題
計
画
「
戦
後
台
湾
の
歴

史
に
お
け
る
多
元
的
な
象
嵌
及
び
主
体
の
創

造
」）、
愛
知
大
学
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ

ン
タ
ー
そ
し
て
東
方
書
店
の
提
携
に
よ
り
日
本

語
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
内
容
は
許
雪
姫
「
序
文
」
に
あ
る
通
り
、

（
一
）
近
代
台
湾
の
経
済
・
法
制
・
文
学
と
文

化
の
変
遷
、（
二
）
台
湾
の
被
植
民
時
期
及
び

戦
後
に
お
け
る
官
僚
の
流
動
と
再
建
、（
三
）

東
亜
同
文
会
・
東
亜
同
文
書
院
と
近
代
の
台

湾
・
日
本
、（
四
）
北
部
角
板
山
の
タ
イ
ヤ
ル

族
の
戦
中
と
戦
後
、
の
四
つ
の
テ
ー
マ
に
分
か

れ
、
日
本
と
台
湾
の
各
研
究
者
が
執
筆
し
て
い

る
。
中
国
閩
台
縁
博
物
館
館
長
の
論
文
も
一
本

収
録
さ
れ
て
お
り
、
書
名
の
通
り
に
近
代
台
湾

の
経
済
社
会
の
変
遷
を
広
く
多
面
的
に
論
じ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
は
テ
ー
マ
的
に
は
広
く
四
つ
に
分
か

れ
、
さ
ら
に
書
中
の
構
成
は
馬
場
毅
「
序
文
」

が
紹
介
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
構
成
に
な
ら
っ
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て
、
六
つ
の
部
か
ら
成
り
立
つ
と
い
う
大
部
な

も
の
で
あ
る
。
そ
の
全
体
像
を
紹
介
す
る
た

め
、
本
評
で
も
最
初
に
各
部
ご
と
に
論
文
の
内

容
を
概
観
し
論
評
し
た
上
で
、
全
体
に
つ
い
て

の
評
価
を
行
い
た
い
。

　
第
一
部
「
東
亜
同
文
会
・
東
亜
同
文
書
院
と

近
代
日
本
・
台
湾
」
は
三
論
文
か
ら
な
る
。
馬

場
毅
「
東
京
同
文
書
院
に
つ
い
て
」
は
、
東
亜

同
文
会
が
中
国
人
（
清
国
人
）
留
学
生
の
教
育

を
行
っ
た
東
京
同
文
書
院
に
つ
い
て
の
紹
介
で

あ
る
。
単
に
書
院
の
中
国
人
教
育
を
論
じ
る
だ

け
で
な
く
、
フ
ァ
ン
・
ボ
イ
・
チ
ャ
ウ
ら
ベ
ト

ナ
ム
人
独
立
運
動
家
が
東
京
同
文
書
院
で
学
ん

だ
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
の
は
興
味
深

い
。
武
井
義
和
「
東
亜
同
文
書
院
で
学
ん
だ
台

湾
人
学
生
に
つ
い
て
」
は
、
ど
の
よ
う
な
台
湾

人
学
生
が
学
ん
だ
か
、
そ
れ
ら
学
生
の
卒
業
後

の
進
路
は
ど
の
よ
う
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
分

析
で
あ
る
。
東
亜
同
文
書
院
は
、
上
海
に
あ
り

大
旅
行
を
行
う
な
ど
学
費
が
高
か
っ
た
た
め
学

生
の
大
半
が
府
県
費
生
（
府
県
か
ら
の
派
遣
学

生
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
台
湾
人
学

生
は
私
費
生
が
多
か
っ
た
。
私
費
生
が
多
い
理

由
を
、
著
者
は
台
湾
人
の
高
等
教
育
の
進
路
が

限
ら
れ
て
い
た
た
め
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
東
京
の
私
立
大
学
・
専
門
部
な
ど
他
に
も

進
路
は
あ
り
多
く
の
台
湾
人
が
進
学
し
て
い
た

の
で
、
そ
の
中
で
特
に
東
亜
同
文
書
院
を
選
ん

だ
理
由
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て

欲
し
か
っ
た
。
佃
隆
一
郎
「
台
北
帝
国
大
学
か

ら
愛
知
大
学
へ
」
は
、
愛
知
大
学
の
創
設
に
際

し
、
母
体
的
存
在
と
し
て
東
亜
同
文
書
院
や
京

城
帝
国
大
学
と
並
ん
で
言
及
さ
れ
る
台
北
帝
国

大
学
に
つ
い
て
、
実
際
に
台
北
帝
国
大
学
か
ら

愛
知
大
学
に
ど
の
程
度
の
教
員
や
学
生
が
移
っ

た
の
か
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
愛
知
大
学

は
い
わ
ゆ
る
文
系
学
部
で
発
足
し
た
た
め
、
理

系
学
部
が
充
実
し
て
い
た
台
北
帝
国
大
学
か
ら

の
移
籍
は
少
な
か
っ
た
が
、
経
済
学
の
小
幡
清

金
を
中
心
に
あ
る
程
度
の
存
在
感
を
示
し
て
い

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
テ
ー
マ
の
関
係
上
仕

方
な
い
か
と
思
う
が
、
台
北
帝
国
大
学
か
ら
の

移
籍
と
い
う
観
点
な
ら
ば
、
近
隣
に
も
岐
阜
大

学
と
か
名
城
大
学
に
複
数
の
教
員
が
移
籍
し
て

い
る
。
さ
ら
に
初
代
学
長
が
台
北
帝
国
大
学
出

身
の
県
立
兵
庫
農
科
大
学（
現
・
神
戸
大
学
農

学
部
）も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら

大
学
の
中
で
の
愛
知
大
学
に
つ
い
て
も
考
え
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
二
部
「
近
代
台
湾
法
制
の
伝
承
と
変
容
」

は
三
論
文
か
ら
な
る
。
王
泰
升
（
村
上
享
二

訳
）「
台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国
法
制
の
「
脱

内
地
化
」
の
進
展
と
限
界
」
は
、
中
国
全
体
を

そ
の
領
域
と
し
て
い
た
中
華
民
国
政
府
が
、
一

九
四
九
年
の
遷
台
以
降
に
あ
る
べ
き
領
域
と
実

効
支
配
領
域
の
ず
れ
、
そ
し
て
あ
る
べ
き
領
域

で
行
う
べ
き
毎
回
の
選
挙
を
ど
う
弥
縫
し
て

い
っ
た
か
、
そ
し
て
台
湾
し
か
実
行
支
配
し
て

い
な
い
と
い
う
現
実
に
法
制
が
対
応
し
て
行

く
「
脱
内
地
化
」
を
ど
う
進
展
さ
せ
て
い
っ
た

か
を
分
析
し
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
一
九

九
〇
年
代
で
あ
る
。
万
年
議
員
の
退
職
な
ど
一

見
す
る
と
「
脱
内
地
化
」
が
進
展
し
た
よ
う
で

い
て
、
完
全
な
る
台
湾
化
に
は
様
々
な
限
界
が

あ
っ
た
こ
と
を
本
論
文
は
示
し
て
い
る
。
こ
の

議
論
は
二
〇
一
〇
年
代
以
降
を
見
据
え
て
い
な

い
が
、
ち
ょ
う
ど
今
年
（
二
〇
一
六
年
）
は
蔡

英
文
の
民
進
党
政
権
が
成
立
し
た
年
で
あ
る
。

陳
水
扁
政
権
と
違
い
立
法
院
で
の
与
党
過
半
数

に
支
え
ら
れ
た
蔡
政
権
の
下
で
、
今
後
の
法
制

が
ど
う
な
っ
て
行
く
の
か
注
目
し
た
い
。
曾
文

亮
（
加
藤
紀
子
訳
）「
戦
後
初
期
台
湾
人
群
分
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類
の
調
整
及
び
法
律
効
果
│
│
一
九
四
五

－

一

九
四
九
」
は
、
台
湾
に
居
住
し
て
い
た
人
お
よ

び
在
外
（
こ
の
場
合
は
在
日
）
台
湾
人
が
、
一

九
四
五
年
の
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
ど
う
そ
の
身

分
を
定
義
し
直
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置

か
れ
た
か
の
解
明
で
あ
る
。
台
湾
（
中
華
民

国
）
は
血
統
主
義
に
よ
り
、
一
方
で
日
本
で
は

戸
籍
主
義
が
と
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
差
異
、
そ

し
て
養
子
の
扱
い
や
父
母
の
血
統
に
よ
る
混
血

児
の
扱
い
の
差
異
な
ど
、
様
々
な
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
が
ど
う
処
理
さ
れ
た
か
が
わ
か
っ
て
面
白

か
っ
た
。
本
論
文
で
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、

第
六
部
の
菊
地
論
文
が
扱
っ
た
ロ
シ
ン
・
ワ
タ

ン
が
、
本
籍
地
愛
媛
県
の
日
野
三
郎
（
日
本
人

妻
の
家
へ
入
婿
し
た
結
果
）
か
ら
、
山
地
同
胞

の
林
瑞
昌
に
な
っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
ら
身
分
の

定
義
し
直
し
の
一
つ
で
あ
る
。
な
お
本
論
文
の

訳
は
、
法
律
の
論
文
で
あ
る
こ
と
を
割
り
引
い

て
も
理
解
し
辛
か
っ
た
。
劉
恒
妏
（
大
野
絢
也

訳
）「
戦
後
台
湾
の
司
法
に
お
け
る
日
本
的
要

素
│
│
司
法
人
材
養
成
の
背
景
を
中
心
と
し

て
」
は
、
大
法
官
な
ど
台
湾
の
司
法
要
職
に
つ

い
た
人
材
が
、
ど
の
程
度
日
本
的
な
教
育
を
受

け
て
い
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
台
湾
人
の
司

法
人
材
は
省
別
の
割
り
当
て
が
あ
っ
た
た
め
人

数
が
限
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
他
に
も
東
北
出

身
者
中
に
満
洲
国
で
の
日
本
的
な
教
育
を
受
け

た
人
材
が
い
た
（
そ
し
て
そ
の
経
歴
を
当
事
者

は
明
ら
か
に
し
た
く
な
か
っ
た
）
こ
と
や
、
日

本
的
な
教
育
を
直
接
受
け
な
く
て
も
、
戦
前
か

ら
戦
後
を
通
じ
て
、
法
律
教
科
書
は
取
り
上
げ

ら
れ
た
事
例
な
ど
で
日
本
的
要
素
が
濃
く
、
そ

れ
ら
教
科
書
で
の
学
び
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
第
三
部
「
近
代
台
湾
文
学
・
文
化
の
変
遷
」

は
四
論
文
か
ら
な
る
。
陳
培
豊
「「
歌
を
聴
い

て
字
を
識
る
」
│
│
日
本
統
治
下
の
台
湾
歌
謡

と
文
芸
大
衆
論
争
」
は
、
一
九
三
〇
年
代
台
湾

の
文
学
運
動
を
歌
謡
の
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
好

論
文
で
あ
る
。
文
学
研
究
は
書
店
や
図
書
館
に

並
ぶ
書
物
や
雑
誌
、
そ
し
て
新
聞
小
説
ば
か
り

の
議
論
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
今
日
で
も
そ
こ

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
加
わ
っ
た
だ
け
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
歌
謡
も
た
し
か
に
一
種

の
文
学
で
あ
る
。
レ
コ
ー
ド
が
普
及
し
た
時
代

で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
レ
コ
ー
ド
歌
謡
に
ど
う
文

学
者
が
関
与
し
た
か
だ
け
で
も
論
文
に
な
る
と

こ
ろ
だ
が
、
本
論
文
は
さ
ら
に
文
学
運
動
の
手

段
と
し
て
歌
謡
を
捉
え
た
人
々
の
活
動
と
そ

の
「
成
果
」
と
限
界
を
紹
介
し
て
お
り
、
な
お

さ
ら
意
義
深
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
レ

コ
ー
ド
は
曲
を
楽
し
む
た
め
に
買
う
も
の
で

あ
っ
て
、
文
字
を
覚
え
る
た
め
に
買
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
文
学
運
動
者
の
活
動
が
惨
敗
に

終
わ
っ
た
こ
と
を
評
者
は
納
得
で
き
る
。
黄
美

娥
（
三
好
洋
子
訳
）「「
台
湾
文
学
」
と
「
中
国

文
学
」
の
接
木
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
言
語
と

文
字
の
問
題
│
│
戦
後
初
期
の
国
語
運
動
か
ら

論
ず
（
一
九
四
五

－

一
九
四
九
）」
は
、
国
語

運
動
と
そ
れ
へ
の
台
湾
語
や
注
音
字
母
の
関
係

を
、
推
進
者
で
あ
る
魏
建
功
ら
の
言
行
か
ら

扱
っ
た
も
の
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
編
者
の
黄
英

哲
を
は
じ
め
、
今
ま
で
に
も
多
数
の
議
論
が
あ

り
、
そ
の
中
で
何
が
新
し
い
の
か
評
者
に
は
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
工
藤
貴
正
「
台
湾
新
文
学
運

動
と
厨
川
白
村
│
│
西
欧
普
遍
主
義
の
概
念
を

超
克
す
る
「
大
正
生
命
主
義
」
を
視
座
に
」

は
、
日
本
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
中
国
で
は
再
三
取
り
上
げ
ら
れ
各
時

代
に
影
響
を
与
え
て
い
る
厨
川
白
村
に
つ
い

て
、
台
湾
で
は
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か

を
紹
介
し
て
い
る
。
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
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台
湾
へ
は
日
本
か
ら
日
本
語
書
籍
で
直
輸
入
し

た
の
で
は
な
く
、
中
国
で
の
厨
川
受
容
を
経
て

中
国
語
で
間
接
的
に
渡
来
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
李
衣
雲
（
武
井
義
和
訳
）「
日
本
統
治
期

視
覚
式
消
費
と
展
示
概
念
の
出
現
」
は
、
他
の

三
論
文
が
何
等
か
の
形
で
文
学
に
言
及
し
て
い

る
の
と
違
い
、
専
ら
文
化
と
し
て
の
商
店
の
展

示
を
論
じ
る
。
本
論
文
は
ま
ず
、
日
本
で
の
伝

統
的
な
商
店
の
販
売
法
（
商
品
は
客
の
求
め
に

応
じ
、
奥
か
ら
そ
の
都
度
出
し
て
く
る
販
売

法
）
が
、
博
覧
会
の
売
れ
残
り
品
販
売
場
（
勧

工
場
）
で
の
博
覧
会
式
展
示
を
き
っ
か
け
に
商

品
を
店
頭
・
店
内
へ
と
展
示
す
る
形
へ
と
変
化

し
て
、
近
代
百
貨
店
が
誕
生
し
た
こ
と
を
紹
介

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
商
品
展
示

が
台
湾
へ
ど
う
流
入
し
た
か
を
、
台
湾
で
の
日

本
人
商
店
の
展
示
方
法
の
推
移
と
、
台
北
と
台

南
の
百
貨
店
（
特
に
二
〇
一
四
年
に
復
元
さ
れ

た
、
台
南
の
林
百
貨
店
）
の
実
態
か
ら
論
じ
て

い
る
。
議
論
と
し
て
は
首
肯
で
き
る
も
の
が
あ

る
が
、
で
き
れ
ば
台
湾
で
の
（
前
史
を
含
め

た
）
博
覧
会
の
展
示
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
言

及
し
て
欲
し
か
っ
た
。
台
湾
は
一
九
〇
〇
年
代

以
降
、
共
進
会
が
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
多
く
は
品
評
会
の
類
で
あ
っ
た
が
、
展
示

と
い
う
点
で
は
博
覧
会
に
範
を
と
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
日
本
の
博
覧
会
は
長
ら
く
商

品
展
示
と
と
も
に
即
売
の
場
で
あ
り
続
け
、
一

九
三
五
年
の
台
湾
博
覧
会
に
い
た
っ
て
も
、
展

示
専
門
の
会
場
と
展
示
に
凝
り
な
が
ら
も
商
品

即
売
を
中
心
と
す
る
会
場
が
共
存
し
続
け
て
い

た
。
例
え
ば
評
者
が
『
中
国
と
博
覧
会
』（
柴

田
哲
雄
と
の
共
編
著
、
成
文
堂
、
初
版
二
〇
一

〇
年
）
と
い
う
本
で
書
い
た
よ
う
に
、
愛
知
県

は
台
湾
博
覧
会
で
名
古
屋
城
を
模
し
た
（
つ
ま

り
建
物
に
も
凝
っ
た
）
愛
知
名
古
屋
館
を
設
営

し
愛
知
県
の
物
産
を
大
々
的
に
販
売
し
た
。
こ

れ
ら
博
覧
会
の
展
示
と
経
験
は
、
無
視
で
き
な

い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
第
四
部
「
近
代
台
湾
の
経
済
変
遷
」
は
四
論

文
か
ら
な
る
。
黄
紹
恒
「
日
本
植
民
統
治
初
期

（
一
八
九
五
―
一
九
一
二
）
に
お
け
る
三
井
物

産
台
北
支
店
及
び
そ
の
砂
糖
交
易
に
関
す
る
一

考
察
」
は
、
台
湾
製
糖
株
式
会
社
（
日
本
資
本

で
最
初
に
台
湾
に
新
式
製
糖
を
営
む
）
の
設
立

母
体
で
あ
る
三
井
物
産
自
身
に
と
っ
て
、
砂
糖

と
は
ど
の
よ
う
な
商
品
で
あ
り
、
台
湾
製
糖
株

式
会
社
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
日

本
の
糖
業
市
場
全
体
の
中
で
分
析
し
た
も
の
で

あ
る
。
植
民
地
期
台
湾
を
研
究
し
て
い
る
と
台

湾
製
糖
株
式
会
社
の
存
在
の
大
き
さ
に
幻
惑
さ

れ
「
国
策
会
社
」
と
い
う
台
湾
製
糖
の
自
己
規

定
に
納
得
し
が
ち
で
あ
る
が
、
著
者
が
指
摘
す

る
よ
う
に
事
実
は
違
っ
て
い
た
。
三
井
の
糖
業

へ
の
投
資
は
台
湾
製
糖
株
式
会
社
以
外
に
も
多

岐
に
わ
た
る
し
、
ま
た
商
品
と
し
て
三
井
は
台

湾
赤
糖
な
ど
も
取
り
扱
っ
て
お
り
、
一
九
〇
〇

年
代
の
三
井
物
産
に
お
い
て
、
台
湾
製
糖
株
式

会
社
は
唯
一
無
二
の
存
在
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
。
謝
国
興
（
佃
隆
一
郎
訳
）「
戦
後
初
期
に

お
い
て
台
湾
中
小
企
業
が
植
民
地
時
代
か
ら
継

承
し
た
も
の
」
は
、
著
者
が
長
年
に
わ
た
っ
て

研
究
し
て
い
る
台
湾
の
中
小
企
業
（
お
よ
び
中

小
企
業
か
ら
発
展
し
た
大
企
業
）
研
究
の
成
果

で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
台
湾
経
済
発
展
に

つ
い
て
は
、
公
営
企
業
の
成
果
を
強
調
す
る
見

解
と
、
中
小
企
業
の
発
展
を
強
調
す
る
見
解
が

あ
る
が
、
本
論
文
は
中
小
企
業
の
日
本
統
治
期

か
ら
の
継
承
と
い
う
点
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し

論
じ
て
い
る
。
李
為
楨
「
戦
後
初
期
台
湾
に
お

け
る
産
業
組
合
の
改
組
及
び
発
展
に
関
す
る
考

察
」
は
、
戦
前
の
産
業
組
合
が
、
日
本
統
治
末
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期
の
戦
時
体
制
そ
し
て
戦
後
の
接
収
に
よ
り
ど

う
改
組
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
の
過
程
で

中
国
の
金
融
制
度
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
が

あ
っ
た
か
の
分
析
で
あ
る
。
台
湾
総
督
府
殖
産

局
商
工
課
が
管
轄
す
る
産
業
組
合
は
、
台
湾
総

督
府
殖
産
局
農
務
課
の
管
轄
す
る
農
会
と
管
轄

機
関
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
に
農

村
で
活
動
し
て
い
た
た
め
戦
時
体
制
下
で
農
業

会
に
統
合
さ
せ
ら
れ
た
。
戦
後
初
期
の
接
収
過

程
で
、
行
政
長
官
公
署
は
一
九
四
六
年
一
〇
月

に
合
作
社
（
産
業
組
合
に
相
当
）
と
農
会
と
を

分
離
さ
せ
た
も
の
の
、
財
産
の
再
分
離
の
問
題

と
農
会
の
補
助
金
不
足
に
よ
る
経
営
難
の
た
め

一
九
四
九
年
一
二
月
に
再
度
統
合
さ
れ
、
農
村

の
合
作
社
は
農
会
信
用
部
に
な
っ
た
こ
と
を
紹

介
し
て
い
る
。
な
お
中
国
の
影
響
を
見
る
際
、

日
本
の
農
村
の
産
業
組
合
が
、
一
九
四
三
年
の

農
業
団
体
法
に
よ
る
農
業
会
へ
の
再
編
を
経
て

一
九
四
八
年
に
農
業
協
同
組
合
へ
と
移
行
し
た

の
と
何
が
違
う
の
か
を
比
較
で
き
る
と
、
よ
り

影
響
の
意
味
づ
け
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
楊

彦
杰
（
小
嶋
祐
輔
訳
）「
百
年
の
養
殖
漁
場
│
│

清
代
東
石
蔡
氏
に
よ
る
台
湾
で
の
養
殖
漁
場
経

営
」
は
、
福
建
省
で
発
掘
し
た
清
代
の
帳
簿
類

を
も
と
に
、
台
湾
東
石
で
の
養
殖
漁
場
経
営
の

推
移
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
歴
史
学
の
醍

醐
味
は
新
資
料
を
発
掘
し
そ
れ
を
ど
う
解
釈
す

る
か
に
あ
る
が
、
清
代
台
湾
に
つ
い
て
も
こ
ん

な
資
料
が
ま
だ
あ
る
こ
と
に
興
奮
さ
せ
ら
れ

た
。
本
論
文
は
、
近
代
や
日
本
と
は
ほ
と
ん
ど

関
わ
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
前
史
と
し
て
意
義

あ
る
も
の
で
あ
る
。
大
小
の
税
（
税
金
で
は
な

く
、
収
益
を
得
る
権
利
）の
あ
り
方
な
ど
、今
ま

で
論
じ
ら
れ
て
い
た
清
代
農
業
史
の
そ
れ
と
今

後
も
多
様
な
比
較
検
討
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な

お
三
六
〇
頁
の
晋
江
氏
は
晋
江
市
が
正
し
い
。

　
第
五
部
「
植
民
地
・
戦
後
に
お
け
る
官
僚
の

流
動
」
は
、
三
論
文
か
ら
な
る
。
許
雪
姫
（
湯

原
健
一
訳
）「
満
洲
国
政
府
に
お
け
る
台
湾
籍

高
等
官
（
一
九
三
二

－

一
九
四
五
年
）」
は
、

謝
介
石
ら
台
湾
出
身
者
が
、
満
洲
国
で
ど
の
よ

う
な
官
職
に
つ
い
た
か
を
分
析
し
て
い
る
。
著

者
の
長
年
の
満
洲
に
お
け
る
台
湾
人
の
活
動
研

究
の
成
果
を
活
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
四

一
二
頁
の
試
補
の
制
度
は
、
満
洲
国
の
独
創
で

な
く
例
え
ば
若
槻
礼
次
郎
（
第
二
五
・
二
八
代

内
閣
総
理
大
臣
）
は
一
八
九
二
年
に
大
蔵
省
の

試
補
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
試
補
を
高
等

官
と
判
任
官
に
わ
け
、
さ
ら
に
大
同
学
院
で
の

教
育
と
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
を
独
創
と
言
っ
て

い
る
の
だ
と
思
う
が
、
や
や
引
っ
掛
か
る
表
現

で
あ
る
。
湯
原
健
一
「
技
術
系
植
民
地
官
僚
の

形
成
と
交
流
│
│
中
村
与
資
平
、
相
賀
照
郷
を

手
が
か
り
に
」
は
、
建
築
家
の
中
村
と
、（
事

務
官
で
は
あ
る
が
）
満
洲
で
の
水
利
に
関
連

す
る
業
務
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
、
台
湾
に
転

じ
て
か
ら
土
木
部
と
い
う
技
術
者
集
団
の
部
長

と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
相
賀
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
技

術
系
官
僚
と
い
う
場
合
、
評
者
も
そ
う
だ
が
札

幌
農
学
校
閥
に
代
表
さ
れ
る
技
師
（
技
官
）
と

し
て
の
技
術
系
官
僚
に
注
目
し
が
ち
で
あ
る
。

た
だ
官
僚
組
織
は
技
師
一
人
で
は
動
か
な
い
。

下
に
は
多
数
の
属
や
技
手
を
抱
え
、
さ
ら
に
上

に
は
相
賀
の
よ
う
な
技
術
者
集
団
と
の
付
き
合

い
が
長
い
事
務
官
が
い
て
初
め
て
動
く
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
相
賀
の
よ
う
な
人
物
に
も
っ
と

目
を
付
け
る
の
は
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
薛

化
元
（
野
口
武
訳
）「
水
利
会
組
織
の
変
化
と

人
事
変
遷
│
│
台
湾
地
方
エ
リ
ー
ト
の
断
絶
と

連
続
の
一
考
察
（
一
九
四
一

－

一
九
五
六
）」

は
、
著
者
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
推
進
し
て
い
る
水
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利
組
織
の
人
的
変
遷
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ

る
。
植
民
地
期
末
期
に
統
合
さ
れ
た
水
利
組
織

に
お
け
る
台
湾
人
が
、
戦
後
の
接
収
と
組
織
改

編
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
の
人
数
が
、
戦
前
か
ら

継
続
し
て
水
利
組
織
に
関
与
で
き
て
い
た
の
か

を
分
析
し
て
い
る
。
画
期
と
な
っ
た
の
は
、
一

九
五
六
年
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
改
進
」
と
呼
ば

れ
る
国
民
党
に
よ
る
水
利
会
の
制
度
変
革
と
権

力
掌
握
過
程
で
あ
り
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
戦

前
か
ら
水
利
組
織
に
関
与
し
続
け
る
こ
と
が
で

き
た
人
物
は
少
数
で
あ
っ
た
。

　
第
六
部
「
戦
後
再
建
」
は
、
二
論
文
で
あ

る
。
鍾
淑
敏
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
台
湾
協
会

の
再
建
│
│
引
揚
か
ら
一
本
化
ま
で
」
は
、
台

湾
引
き
揚
げ
者
の
団
体
の
変
遷
を
紹
介
し
て
い

る
。
台
湾
か
ら
引
き
揚
げ
た
日
本
人
は
、
日
本

で
の
新
た
な
生
活
基
盤
の
確
保
と
、
台
湾
に
残

し
て
き
た
財
産
の
返
還
を
め
ぐ
っ
て
各
種
団
体

を
組
織
し
て
運
動
を
行
っ
た
。
そ
の
運
動
に
は

あ
れ
こ
れ
対
立
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
特
殊
精

算
（
外
地
会
社
の
債
務
を
日
本
に
あ
る
資
産
で

支
払
い
、
残
余
財
産
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
も
と
に

新
た
な
会
社
を
発
足
さ
せ
る
も
の
、
台
湾
銀
行

か
ら
日
本
貿
易
信
用
へ
の
移
行
が
有
名
）
の
あ

り
方
を
め
ぐ
っ
て
も
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が

一
九
六
三
年
に
よ
う
や
く
一
本
化
し
た
こ
と
を

紹
介
し
て
い
る
。
勉
強
に
な
っ
た
反
面
、
朝
鮮

と
の
比
較
を
加
味
し
た
い
議
論
で
も
あ
っ
た
。

菊
池
一
隆
「
台
湾
北
部
角
板
山
タ
イ
ヤ
ル
族
の

戦
中
と
戦
後
│
│
ロ
シ
ン
・
ワ
タ
ン
を
中
心

に
」
は
、
今
ま
で
の
各
論
文
が
（
曾
論
文
を
除

き
）
原
則
と
し
て
平
地
の
議
論
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
山
地
に
と
っ
て
原
住
民
に
と
っ
て
戦
中

と
戦
後
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
、
タ
イ
ヤ
ル
族

の
ロ
シ
ン
・
ワ
タ
ン
（
日
本
名
は
日
野
三
郎
、

中
国
名
は
林
瑞
昌
）
か
ら
論
じ
て
い
る
。
ロ
シ

ン
・
ワ
タ
ン
は
、
日
本
植
民
地
時
代
は
日
本
の

政
策
を
肯
定
し
た
上
で
、
そ
の
枠
内
で
原
住
民

と
し
て
ど
の
よ
う
に
生
き
残
る
か
に
尽
力
し
て

い
た
。
い
わ
ば
改
良
主
義
者
で
あ
っ
た
。
戦
後

の
ロ
シ
ン
・
ワ
タ
ン
は
、
接
収
の
問
題
や
経
済

混
乱
に
よ
る
山
地
の
混
乱
を
目
に
し
、
日
本
と

比
較
し
な
が
ら
国
民
政
府
の
統
治
を
批
判
し
た

た
め
、（
批
判
だ
け
で
な
く
、
国
民
政
府
と
の

融
和
に
努
力
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
神

経
過
敏
と
な
っ
た
国
民
政
府
に
よ
る
「
白
色
テ

ロ
」
に
あ
い
一
九
五
四
年
四
月
一
七
日
に
処
刑

さ
れ
た
。
著
者
は
最
後
に
「
白
色
テ
ロ
」
の
影

響
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
ロ
シ
ン
・

ワ
タ
ン
が
名
誉
回
復
さ
れ
、
一
九
九
三
年
に
銅

像
が
建
設
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

各
地
か
ら
多
数
の
人
が
参
集
し
、
盛
大
な
式
典

が
催
さ
れ
た
も
の
の
、
地
元
で
あ
る
復
興
郷
の

人
々
は
郷
長
も
来
ず
、
一
般
の
人
の
参
加
も
少

な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
評
者
は
た
ま
た

ま
今
年
二
月
に
、
桃
園
市
復
興
区
（
旧
復
興

郷
）
を
訪
ね
る
機
会
が
あ
り
、
ロ
シ
ン
・
ワ
タ

ン
の
銅
像
を
参
拝
し
た
。
残
念
な
が
ら
銅
像
の

周
囲
は
荒
れ
地
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ

ん
一
九
九
三
年
と
二
〇
一
六
年
は
年
月
が
隔
た

り
、
ま
た
た
ま
た
ま
手
入
れ
前
だ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
故
郷
を
見
下
ろ
す
場

所
に
銅
像
と
し
て
立
つ
ロ
シ
ン
・
ワ
タ
ン
は
、

郷
土
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の

か
、
聞
き
た
く
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
本
書
は
各
部
、
各
論
文
と
も

そ
れ
ぞ
れ
内
容
の
濃
い
興
味
深
い
論
文
が
並
ん

で
い
る
。
で
は
本
書
の
全
体
は
ど
の
よ
う
に
評

価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
本
書
は
共
同
研
究
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

あ
っ
て
通
史
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
近
代
台
湾

の
経
済
社
会
の
全
体
像
を
求
め
よ
う
と
す
る
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と
、
水
利
に
つ
い
て
の
議
論
と
し
て
水
利
会
組

織
の
変
遷
を
論
じ
た
薛
論
文
と
嘉
南
大
圳
の
先

駆
者
の
一
人
と
な
っ
た
相
賀
照
郷
に
言
及
し
て

い
る
湯
原
論
文
が
あ
り
、
清
代
漁
搵
と
し
て
貴

重
な
資
料
発
掘
を
行
っ
た
楊
論
文
が
あ
る
も
の

の
、
近
代
台
湾
の
社
会
経
済
を
規
定
し
て
い
た

農
業
経
済
そ
の
も
の
に
切
り
込
ん
だ
論
文
が
な

い
の
で
、
あ
る
い
は
失
望
す
る
か
も
知
れ
な

い
。
ま
た
原
住
民
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
四
本

柱
の
一
つ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
菊
池
論
文
が
ロ
シ
ン
・
ワ
タ
ン
お
よ
び
曾

文
亮
が
原
住
民
の
法
的
地
位
に
言
及
し
て
い
る

限
り
な
の
は
物
足
り
な
い
。
菊
池
論
文
の
載
る

第
六
部
は
、
確
か
に
「
戦
後
再
建
」
を
内
容
と

す
る
が
、
他
の
部
に
も
戦
後
再
建
に
関
す
る
も

の
が
並
ん
で
お
り
、
失
礼
な
が
ら
そ
れ
ら
の
部

に
入
ら
な
い
そ
の
他
扱
い
と
い
う
感
が
あ
る
。

評
者
が
思
う
に
原
住
民
の
専
論
で
一
つ
の
部
門

を
構
成
す
る
の
が
難
し
く
て
も
、
原
住
民
文
学

で
言
及
す
る
等
、
も
う
少
し
載
せ
た
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
東
亜
同
文
会
・
東
亜
同
文
書
院
に

つ
い
て
の
新
た
な
知
見
を
台
湾
と
並
べ
て
議
論

で
き
る
機
会
は
貴
重
で
あ
る
し
、
ま
た
法
制
の

伝
承
と
形
容
、
さ
ら
に
は
経
済
変
遷
に
つ
い
て

は
、
台
湾
側
の
多
数
の
報
告
者
に
よ
り
、
多
面

的
な
議
論
が
展
開
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

こ
こ
で
さ
ら
に
同
時
代
を
研
究
す
る
日
本
史
や

朝
鮮
史
の
研
究
者
と
、
異
種
格
闘
技
的
な
議
論

を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
多
面
的
な

台
湾
像
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
も
し

次
回
に
同
様
な
企
画
が
あ
っ
て
、
日
本
で
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
是

非
と
も
異
種
格
闘
技
的
な
議
論
を
お
願
い
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
な
お
台
湾
側
の
論
文
の
多
く
は
中
国
語
で
著

さ
れ
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
者

の
労
苦
は
し
の
ぶ
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
誤
訳

が
散
見
さ
れ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

　
末
尾
に
な
っ
た
が
、
評
者
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

報
告
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
科
研
申
請

等
諸
事
情
に
よ
り
別
雑
誌
に
論
文
を
掲
載
し
た

た
め
（
そ
し
て
そ
の
論
文
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ

た
論
文
の
完
成
が
二
〇
一
四
年
に
な
っ
た
た

め
）、
本
書
に
論
文
を
掲
載
で
き
な
か
っ
た
こ

と
と
、
本
来
こ
の
書
評
は
早
期
に
脱
稿
す
る
は

ず
が
、
大
幅
に
遅
延
し
た
こ
と
、
こ
の
二
点
を

馬
場
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
に
お
詫
び

し
た
い
。


