
檜
山
幸
夫
教
授
の
三
十
六
年
に
亘
っ
た
台
湾
総
督
府
整
理
の
作
業
、
ま
た
そ
の
総
督
府
文
書
の
研
究
、
そ
し
て
そ
れ
を
基
礎
と
し
た

台
湾
史
研
究
、
日
本
帝
国
史
研
究
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
と
り
わ
け
戦
後
日
本
の
台
湾
史
研
究
と
い
う
研
究
分
野
の
置
か
れ
た
位
置
そ

の
も
の
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

一.

日
本
史
と
中
国
史
の
一
部
と
し
て
の
台
湾
の
歴
史

戦
後
日
本
の
台
湾
史
研
究
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
位
置
付
け
は
戦
後
日
本
と
台
湾
と
の
関
わ
り
や
台
湾
へ
の
認
識
に
深
く
関
わ
っ
て
い

る
。第

一
に
、
日
本
の
台
湾
統
治
が
五
十
年
に
亘
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
少
な
く
と
も
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
の
歴
史
は
日
本
近
代
史
の
一

部
と
な
る
。
台
湾
の
歴
史
は
、
日
本
近
代
史
の
中
の
植
民
地
史
の
構
成
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
第
二
に
一
九
四
五
年
八
月
に
ポ
ツ
ダ
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ム
宣
言
を
日
本
が
受
諾
し
、
ま
た
一
九
五
二
年
四
月
の
日
華
平
和
条
約
が
台
湾
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
日
本
と
し
て
は
認
め
た
た
め
に
、

台
湾
は
中
華
民
国
の
統
治
下
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
一
九
七
二
年
九
月
の
日
中
国
交
正
常
化
に
よ
っ
て
、
日
本
は
中
華
人
民
共
和

国
の
台
湾
に
関
す
る
立
場
を

｢

理
解
し
尊
重
す
る｣

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
台
湾
は
基
本
的
に
中
国
の
一
部
と
い
う
扱
い
に
も
な
り
え

た
。
そ
の
た
め
、
台
湾
の
歴
史
は
中
国
史
の
一
部
分
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
だ
が
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
は
と
り

わ
け
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
歴
史
学
が
全
盛
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
中
華
民
国
史
や
、
中
華
民
国
の
統
治
す
る
台
湾
の
歴
史
は｢

無
視｣

さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
日
本
史
で
は
日
本
外
交
文
書
の
公
開
な
ど
に
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
、
あ
る
い
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、

植
民
地
史
と
し
て
の
台
湾
の
歴
史
が
注
目
さ
れ
た
が
、
日
本
の
中
国
史
で
は
清
代
台
湾
の
研
究
が
一
定
程
度
存
在
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
台
湾
を
台
湾
と
し
て
み
る
、
つ
ま
り
歴
史
単
位
と
し
て
の

｢

台
湾｣

を
措
定
す
る
者
も
い
た
。
日
本
史
や
中
国
史
と
は
一

定
の
距
離
を
取
る
こ
の
よ
う
な

｢
台
湾
史｣

の
出
現
に
は
、
日
本
在
住
の
台
湾
出
身
研
究
者
の
貢
献
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
黄
昭
堂

『

台
湾
民
主
国
の
研
究
―
台
湾
独
立
運
動
史
の
一
断
章』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年)

や
江
丙
坤

『

台
湾
地
租
改
正
の
研
究』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年)

は
そ
の
よ
う
な
動
向
を
示
す
先
駆
的
な
著
作
で
あ
ろ
う
。
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
に
ポ
ス
ト
を
得

た
戴
国
�
が
日
本
の
若
手
研
究
者
と
と
も
に『
台
湾
近
現
代
史
研
究』

を
創
刊
し
た
の
も
一
九
七
八
年
で
あ
っ
た
。
檜
山
幸
夫
教
授
が
、

台
湾
総
督
府
文
書
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
一
九
八
一
年
で
あ
る
。、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
日
本
外
交
文
書
が
公
開
さ
れ
て
研
究
が
始
ま

り
、
ま
た
日
本
在
住
の
台
湾
人
研
究
者
に
よ
っ
て

｢

台
湾
史｣
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
意
識
的
に
提
起
さ
れ
始
め
た
頃
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
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二.

台
湾
史
研
究
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

日
本
史
、
中
国
史
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
と
し
て
の
台
湾
の
歴
史
研
究
と
、
次
第
に
形
成
さ
れ
始
め
た
台
湾
史
と
い
う
研
究
領
域
が
あ
る

中
で
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
新
た
な
変
化
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
台
湾
の
民
主
化
に
伴
う
歴
史
文
書
の
大
幅
な
公
開
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
故
宮
博
物
院
、
中
央
研
究
院
、
国
史
館
、
そ
し
て
国
民
党
党
史
委
員
会
な
ど
で
進
み
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
は
日
本
の
歴
史
学
界

も
こ
れ
に
注
目
し
始
め
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
台
湾
総
督
府
文
書
も
、
こ
の
文
書
公
開

の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
。
他
方
、
九
〇
年
代
以
降
、
日
本
の
中
国
史
研
究
者
は
台
湾
で
史
料
閲
覧
す
る
こ
と
が
日
常
化
し
、
と
り
わ
け

中
華
民
国
史
研
究
者
の
中
に
は
、
一
九
四
九
年
に
国
民
党
政
権
が
遷
台
し
て
か
ら
の
歴
史
も
研
究
対
象
と
す
る
者
が
増
え
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
戦
後
の
台
湾
を
中
華
民
国
史
と
し
て
み
よ
う
と
す
る
研
究
動
向
を
育
ん
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
台
湾
史
と
し
て
戦
後
史
を
捉
え
る
動

き
も
日
本
の
学
界
で
活
発
に
な
っ
て
い
っ
た
。
日
本
史
は
日
本
統
治
期
の
台
湾
の
歴
史
を
、
中
国
史
は
清
代
や
戦
後
史
を
、
そ
し
て
台

湾
史
は
時
代
に
関
わ
り
な
く
台
湾
を
対
象
と
し
た
歴
史
を
研
究
し
始
め
た
。

さ
ら
に
、
文
書
公
開
は
学
術
研
究
と
し
て
の
台
湾
の
歴
史
、
あ
る
い
は
台
湾
史
研
究
の
水
準
を
高
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
比
較

的
政
治
的
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
語
ら
れ
て
い
た
台
湾
の
歴
史
を
学
術
的
に
語
る
場
へ
と
変
化
さ
せ
た
。
一
九
九
八
年
の
日
本
台
湾

学
会
の
設
立
は
、
そ
の
一
つ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
台
湾
総
督
府
文
書
を
め
ぐ
る
檜
山
教
授
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
台
湾
を
め
ぐ
る
歴

史
研
究
の
学
術
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
そ
し
て
そ
の
貢
献
は
、
日
本
史
の
植
民
地
史
研
究
と
し
て
の
台
湾
の
歴
史
研
究
だ
け
で
な
く
、

台
湾
史
研
究
に
対
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
台
湾
総
督
府
文
書
は
、
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
に
立
つ
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
日
本
統

治
時
代
五
十
年
の
研
究
の
基
礎
で
あ
り
、
利
用
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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三.

台
湾
史
研
究
を
め
ぐ
る
学
術
制
度

こ
の
よ
う
に
台
湾
史
研
究
や
台
湾
に
関
す
る
歴
史
研
究
が
進
ん
で
も
、
日
本
で
は
既
存
の
日
本
史
や
中
国
史
の
中
の
台
湾
史
と
い
う

位
置
付
け
が
強
か
っ
た
。
つ
ま
り
台
湾
史
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
し
て
も
、
そ
れ
が
後
発
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
制
度
的
に
は
難

し
い
面
が
あ
っ
た
。
東
洋
史
学
に
台
湾
史
研
究
の
ポ
ス
ト
が
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
首
肯
は
で
き
ず
、
わ
ず
か
に
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
な
ど
に
台
湾
経
済
研
究
の
ポ
ス
ト
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、『

史
学
雑
誌』

の

｢

回
顧
と
展
望｣

に
台
湾
史
の
ペ
ー
ジ
が
設
け

ら
れ
た
の
も
相
当
に
あ
と
の
時
代
で
あ
る
し
、
ペ
ー
ジ
数
は
中
国
周
辺
地
域
の
そ
れ
と
表
仄
を
揃
え
ら
れ
て
い
た
。
岩
波
書
店
の

『

講

座

東
ア
ジ
ア
近
現
代
史』

で
も
、
結
局
内
容
的
に
は
台
湾
史
を
独
立
し
て
扱
っ
て
も
、
台
湾
史
に
は
中
国
史
や
朝
鮮
史
と
同
等
の

｢

枠｣

は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
学
校
教
育
の
面
で
も
、
果
た
し
て
日
本
の
歴
史
教
育
に
ど
の
程
度
台
湾
史
の
事
項
な
り
説

明
な
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
日
本
の
隣
国
の
韓
国
な
ど
と
同
じ
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
全
く
そ
れ
に
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
の
学
術
制
度
、
教
育
制
度
な
ど
に
お
い
て
、
未
だ
台
湾
史
は
十
分
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
近

代
植
民
地
史
の
一
部
、
あ
る
い
は
中
国
史
の
一
部
分
と
し
て
の
位
置
付
け
で
さ
え
、
ど
の
程
度
な
さ
れ
て
い
る
か
非
常
に
心
も
と
な
い

状
態
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
国
交
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
日
本
近
代
の
捉
え
方
の
問
題
、
す
な
わ
ち
植
民
地
帝

国
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
植
民
地
を
捨
象
し
て
日
本
近
代
を
見
て
し
ま
う
と
い
う
病
理
、
と
も
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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四.

台
湾
史
研
究
の
今
後
の
課
題

だ
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
台
湾
史
研
究
と
い
う
研
究
領
域
の
今
後
の
課
題
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学
術
制
度
、
教
育
制
度
と
し
て
、

い
か
に
台
湾
史
研
究
に
独
立
し
た
位
置
付
け
を
与
え
、
そ
れ
を
具
体
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
後
重
要
と
な
る
の
だ
。
そ

の
た
め
に
は
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
種
々
の
手
法
が
あ
ろ
う
が
、
第
一
に
、
日
本
の
歴
史
学
界
に
お
け
る
様
々
な
議
論
に
日
本
の
台

湾
史
研
究
、
あ
る
い
は
外
国
史
と
し
て
の
日
本
の
台
湾
史
研
究
が
し
っ
か
り
と
発
言
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
け
主
張
し
て
、
歴
史
学
界
で
理
解
を
得
ら
れ
ず
、
孤
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
第
二
に
、
進
展
す

る
台
湾
の
台
湾
史
研
究
に
対
し
て
、
日
本
の
台
湾
史
研
究
が
ど
の
よ
う
に
距
離
を
取
り
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
出
し
て
い
く
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
世
界
の
台
湾
史
研
究
の
中
で
の
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
ず
、
発
信
力
を
失
う
だ
ろ
う
。

檜
山
教
授
は
日
本
の
歴
史
学
界
、
と
り
わ
け
日
本
近
代
史
と
い
う
主
流
の
学
問
領
域
に
対
し
、｢

台
湾｣

を
思
考
の
範
囲
に
入
れ
な

け
れ
ば
日
本
近
代
は
わ
か
ら
な
い
と
主
張
し
て
き
た
し
、
ま
た
台
湾
の
台
湾
史
研
究
に
対
し
て
は
統
治
者
の
意
図
と
い
う
も
の
を
い
か

に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
提
起
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
今
後
の
課
題
と
な
る
論
点
に
対
し
て
先
駆

的
に
取
り
組
ん
で
き
た
研
究
者
だ
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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