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現
在
、
京
都
大
学
経
営
管
理
専
門
職
大
学
院
で
は
、
文
部
科
学
省
が
募
集
し
た
サ
ー
ビ
ス

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
人
材
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
応
募
し
、
全
国
で
六
大
学
が
選
定
さ
れ
、
現
在
そ

の
事
業
が
進
行
中
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
て
も
選
定
さ
れ
た
大
学
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
テ 

ー
マ
を
見
る
と
、
文
科
省
の
ね
ら
い
は
通
常
考
え
ら
れ
る
対
人
サ
ー
ビ
ス
を
指
し
て
い
る
も
の

で
は
な
さ
そ
う
な
の
だ
。 

 

今
の
産
業
の
状
況
は
、
も
の
を
売
る
こ
と
が
次
第
に
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
も
の
が
あ
ふ
れ
て

い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
消
費
者
は
自
分
が
何
を
ほ
し
い
の
か
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
そ

れ
を
教
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
個
人
消
費
者
だ
け
で
は
な
い
、
企

業
も
自
分
に
と
っ
て
も
っ
と
も
望
ま
し
い
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
ビ
ジ

ネ
ス
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。 

 

も
っ
と
も
典
型
的
な
の
が
I

B

M

で
あ
る
。
通
常
I

B

M

は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
製
造
す
る

会
社
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
I

B

M

は
売
り
上
げ
の
七
割
が
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
る
。
か
つ
て
は
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
主
要
製
品
と
し
、
パ
ソ
コ
ン
に
進
出
す
る
と
い
っ
た
ハ
ー

ド
ウ
ェ
ア
中
心
の
製
品
構
成
で
あ
っ
た
が
、
今
や
、
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
い
こ
な
す

か
に
つ
い
て
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
売
り
上
げ
の
中
心
で
あ
る
。 

 

I

B

M

だ
け
で
は
な
く
、
セ
ン
サ
ー
製
造
の
キ
ー
エ
ン
ス
は
営
業
利
益
率
が
五
割
近
い
と
い

う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
高
収
益
企
業
で
あ
る
が
、
セ
ン
サ
ー
を
組
み
合
わ
せ
て
工
場
の
生

産
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
と
い
う
情
報
を
付
加
し
て
販
売
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を

「ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」と
呼
ん
で
い
る
。
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
を
円
滑
に
進
め
る
に
は
、
顧
客

の
要
請
を
適
切
に
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
読
み
取
り
能
力
が
重
要
な
要
因
と
な
り
、

こ
の
部
分
を
担
当
す
る
人
材
の
育
成
を
図
ろ
う
と
す
る
の
が
文
科
省
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
で

  

あ
る
よ
う
だ
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
顧
客
の
要
求
を
理
解
す
る
能
力
は
対
人
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も

共
通
す
る
。
そ
こ
で
女
将
研
究
を
行
っ
て
い
る
筆
者
に
お
声
が
か
か
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
こ
の
よ
う
な
能
力
を
訓
練
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
教
材
の
開
発
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
相

手
の
要
請
を
理
解
す
る
能
力
を
研
究
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
能
力
が
「お
も
て
な
し
」

と
共
通
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
言
語
化
さ
れ
な
い
潜
在
的

な
欲
求
ま
で
も
引
き
出
す
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
能
力
が
共
通
す
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

の
成
果
を
も
と
に
国
際
京
都
学
協
会
と
の
連
携
も
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
京
都
大
学
大
学
院
経
済
研
究
科
教
授
） 

  

第
８
回 

国
際
京
都
学
体
系
研
究
会 

 
 

 
 

 
 

 

「
能
と
『
源
氏
物
語
』
」  

 

小
川
佳
世
子 

 

『源
氏
物
語
』を
素
材
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「源
氏
物
」と
よ
ば
れ
る
能
は
現
在
九
曲
が
知

ら
れ
る
。
《葵
上
》《浮
舟
》《野
宮
》《玉
鬘
》《夕
顔
》《落
葉
》《須
磨
源
氏
》《半
蔀
》《住
吉

詣
》で
あ
る
。
現
在
上
演
さ
れ
る
能
が
二
〇
〇
曲
以
上
あ
る
こ
と
を
思
う
と
『平
家
物
語
』

な
ど
に
よ
る
曲
の
多
さ
に
比
べ
て
も
、
意
外
に
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
《葵
上
》

《野
宮
》
《半
蔀
》
な
ど
上
演
回
数
も
多
く
名
曲
と
さ
れ
る
曲
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
特

色
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
「源
氏
物
」で
は
な
い
が
世
阿
弥
作
の
《松
風
》《忠
度
》《敦
盛
》は
『源
氏
物
語
』「須

磨
の
巻
」に
よ
る
須
磨
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
、
な
ど
『源
氏
物
語
』は 
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能
に
と
っ
て
大
変
重
要
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
に
よ
る
能
の
大
成
期
に
は
す
で
に
四

〇
〇
年
前
に
誕
生
し
た
古
典
で
あ
っ
た
『源
氏
物
語
』を
能
の
作
者
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方

法
で
受
入
れ
現
在
に
残
る
人
気
曲
に
し
た
。
そ
こ
に
は
『源
氏
大
鏡
』『源
氏
小
鏡
』な
ど
の
中

世
の
梗
概
書
の
存
在
、
「源
氏
寄
合
」な
ど
連
歌
書
の
利
用
な
ど
中
世
の
『源
氏
物
語
』受
容

の
実
態
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
能
と
『源
氏
物
語
』に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
『源
氏

物
語
』の
古
典
と
し
て
の
受
容
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
紫
式
部
の
霊
を

供
養
す
る
「源
氏
供
養
」を
素
材
と
す
る
曲
《源
氏
供
養
》か
ら
も
、
室
町
時
代
当
時
の
『源

氏
物
語
』受
容
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

今
回
と
り
あ
げ
た
《野
宮
》は
「賢
木
の
巻
」を
主
な
素
材
と
六
条
御
息
所
の
霊
を
主
人
公

と
す
る
『源
氏
物
語
』の
後
日
談
と
も
い
え
る
夢
幻
能
で
あ
る
。
そ
の
詞
章
を
く
わ
し
く
検
討

す
る
と
『源
氏
物
語
』の
美
し
い
「こ
と
ば
」を
引
用
し
、
ま
た
連
歌
の
寄
合
語
な
ど
を
用
い
、

文
飾
を
凝
ら
し
つ
つ
、
秋
の
嵯
峨
野
の
寂
寞
感
を
表
現
す
る
夢
幻
能
の
独
自
の
世
界
を
作
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

世
阿
弥
は
「能
を
作
る
も
の
は
歌
道
を
た
し
な
め
」と
言
っ
た
が
藤
原
俊
成
は
「源
氏
見
ざ

る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
こ
と
な
り
」と
言
っ
た
。
能
と
『源
氏
物
語
』そ
れ
ぞ
れ
が
和
歌
と
深
い
関

係
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
能
は
先
行
す
る
文
芸
で
あ
る
和
歌
や
『
源
氏
物
語
』の
美
し
い

「こ
と
ば
」を
今
に
伝
え
る
中
継
点
と
も
な
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
古
典
を
ふ
ま
え
て
新
し
い

能
独
自
の
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
「源
氏
物
」は
『源
氏
物
語
』の
舞
台
化
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。 

『源
氏
物
語
』千
年
紀
に
あ
た
っ
て
、
二
〇
〇
八
年
は
「源
氏
物
」の
上
演
の
機
会
も
多
い
。
ま

た
他
の
曲
で
あ
っ
て
も
『源
氏
物
語
』の
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
能
を

と
お
し
て
『源
氏
物
語
』を
思
い
、
そ
の
美
し
い
「こ
と
ば
」を
味
わ
い
、
ま
た
、
能
独
自
の
世
界

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
『源
氏
物
語
』の
主
な
舞
台
は
京
都
で
あ
り
、
能

に
も
京
都
を
舞
台
と
す
る
曲
が
多
い
。
能
と
『源
氏
物
語
』の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
京
都
に

つ
い
て
振
り
返
る
こ
と
に
も
通
じ
る
。
そ
し
て
能
が
中
継
し
た
『源
氏
物
語
』の
世
界
は
こ
れ
か

ら
ま
た
ど
う
つ
な
が
っ
て
行
く
の
だ
ろ
う
か
。
興
味
は
尽
き
な
い
。 

（
京
都
造
形
芸
術
大
学
講
師
・
歌
人
）

第
５
回 

国
際
京
都
学
体
系
研
究
会 

「
町
家
の
喜
怒
哀
楽
」  

山
中
恵
美
子
（
京
・
町
家
文
化
館
副
館
長
） 

 

江
戸
後
期
、
文
政
年
間
に
創
業
し
た
老
舗
の
食
用
油
専
門
店
で
あ
る
山
中
油
店
は
国
の
「景

観
重
要
建
造
物
」や
「登
録
文
化
財
」に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
研
究
会
は
お
店
の
向
か
い
に

あ
る
「京
・町
家
文
化
館
」を
訪
ね
、
副
館
長
の
山
中
恵
美
子
さ
ん
に
町
家
の
今
昔
に
つ
い
て
お

話
を
う
か
が
っ
た
。
ス
ラ
イ
ド
写
真
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
内
容
を
編
集
部
で
ま
と
め

て
み
た
。 

町
家
に
は
き
ま
っ
た
定
義
は
な
く
、
伝
統
的
な
軸
組
構
造
の
一
戸
建
て
で
、
間
取
り
が
店
（見

世
）、
玄
関
、
台
所
、
奥
と
続
き
間
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
平
行
し
て
通
り
庭
が
あ
り
、
さ
ら
に

奥
庭
を
保
っ
て
い
る
も
の
を
呼
ぶ
そ
う
だ
。
外
観
の
特
徴
に
は
、
紅
殻
格
子
、
虫
籠
窓
、
大
戸
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

い
ま
見
る
町
家
の
原
型
が
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
ま
で
に
で
き
た
こ
と
は
、
百
以
上
も
あ
る
さ

ま
ざ
ま
な
『洛
中
洛
外
図
』の
絵
か
ら
わ
か
る
。
十
六
世
紀
な
か
ご
ろ
の
『上
杉
本
』で
京
都
の
様

子
を
み
る
と
今
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
っ
て
い
る
。
石
置
き
板
張
り
の
屋
根
で
間
口
は
二
、
三
間

で
、
ほ
と
ん
ど
平
屋
で
あ
っ
た
。 

 

江
戸
時
代
に
な
る
と
瓦
が
普
及
し
始
め
、
１
７
世
紀
始
め
頃
の
『洛
中
洛
外
図
』を
み
る
と
以

前
と
雰
囲
気
が
変
わ
っ
て
く
る
。
二
階
の
部
分
が
で
き
て
屋
根
の
一
部
が
瓦
に
な
っ
て
い
る
。
重
い

本
瓦
で
醤
油
屋
、
酒
屋
、
味
噌
屋
な
ど
豪
商
の
家
の
よ
う
だ
。
三
階
建
て
の
蔵
や
屋
根
の
上
に
櫓

を
つ
く
っ
て
い
る
。 

 

豪
華
な
住
ま
い
に
対
し
幕
府
の
禁
令
も
出
さ
れ
た
。
『清
和
院
町
文
書
』の
ひ
と
つ
『町
儀
定
覚

帳
』に
は
「家
作
事
仕
り
候
ハ
・・・上
下
む
か
ふ
を
見
合
、
町
並
能
様
ニ
仕
へく
候
事
」な
ど
と
、
町

並
を
考
慮
し
身
分
相
応
の
も
の
を
作
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
よ
う
す
が
知
れ
る
。 

 

元
禄
か
ら
享
保
年
間
に
京
・大
阪
や
江
戸
で
起
こ
っ
た
災
害
や
事
件
を
記
し
た
『月
堂
見
聞

集
』に
よ
れ
ば
、
一
七
三
〇
年
の
「西
陣
焼
け
」が
起
こ
っ
た
後
に
「西
陣
類
焼
之
町
家
、
瓦
葺
に

可
致
由
被
仰
出
候
、
当
分
成
が
た
き
者
は
、
下
地
瓦
葺
の
心
得
を
致
し
、
負
っ
て
瓦
葺
に
可
と
の

事
」と
あ
り
、
瓦
に
す
る
よ
う
に
下
地
を
す
る
よ
う
と
お
触
れ
が
出
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
つ
づ
く
） 



  

- 3 - 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ
の
後
、
一
七
八
八
年
の
天
明
の
大
火
な
ど
京
都
に
は
何
度
か
大
火
が
出
て
い
る
。
最
後
に
大

き
か
っ
た
の
が
一
八
六
四
年
の
蛤
御
門
の
変
に
と
も
な
う
火
事
で
、
街
の
中
心
が
焼
け
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
後
で
再
建
さ
れ
た
家
が
多
く
、
鉾
町
な
ど
の
立
派
な
町
家
の
ほ
と
ん
ど
は
明
治
以
後

の
建
物
だ
が
、
江
戸
時
代
の
形
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
が
ら
っ
と
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
山

中
油
店
の
場
合
は
、
火
が
堀
川
で
止
ま
っ
た
の
で
江
戸
時
代
の
建
物
が
残
っ
て
い
る
そ
う
だ
。 

 

町
家
が
環
境
に
優
し
い
エ
コ
な
家
だ
と
い
う
説
明
も
あ
っ
た
。
玄
関
庭
、
走
り
庭
な
ど
総
称
し
て

通
り
庭
の
た
め
、
紅
殻
格
子
か
ら
奥
ま
で
風
の
通
り
道
が
で
き
て
、
夏
で
も
過
し
や
す
く
ク
ー

ラ
ー
の
必
要
が
な
い
。
靴
脱
ぎ
石
の
段
差
の
下
の
部
分
も
空
洞
に
な
っ
て
お
り
風
の
通
り
道
が
何

本
も
で
き
る
。
た
だ
、
近
年
は
台
所
の
改
装
や
ト
イ
レ
の
水
洗
化
な
ど
で
通
り
庭
が
改
造
さ
れ

て
い
る
。
夏
は
涼
し
い
が
冬
の
生
活
は
ほ
ん
と
う
に
寒
い
の
で
着
込
ん
だ
り
工
夫
し
て
い
る
。 

 

今
回
の
演
題
の
「町
家
の
喜
怒
哀
楽
」に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
お
ら
れ
た
。 

「ま
ず
喜
ば
し
い
こ
と
は
、
仕
事
の
場
と
し
て
で
あ
れ
、
職
住
一
体
の
か
た
ち
で
あ
れ
、
人
が
住
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
町
家
が
喜
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
い
怒
り
を
お
ぼ
え
る
の
は
、
町

家
ブ
ー
ム
で
カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
に
改
造
し
た
り
し
て
い
る
が
、
廊
下
や
二
階
に
靴
の
ま
ま
上
が

っ
た
り
し
て
い
る
の
を
見
る
と
き
で
す
。
そ
ん
な
と
き
、
こ
れ
で
は
町
家
が
怒
っ
て
い
る
面
も
多
々

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
か
ん
じ
ま
す
。
哀
し
い
の
は
、
町
家
が
日
に
日
に
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

で
、
十
年
前
の
調
査
で
は
二
万
八
千
軒
あ
っ
た
が
、
七
年
後
に
は
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
な
く
な
っ

て
い
た
と
い
う
。
こ
の
と
こ
ろ
少
し
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
京
町
家
づ
く
り
フ
ァ
ン
ド
と
い

う
京
都
市
の
取
り
組
み
が
あ
り
ま
す
。
東
京
の
篤
志
家
の
寄
付
が
契
機
に
な
っ
た
が
、
平
成
一

八
年
度
で
七
件
の
モ
デ
ル
事
業
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
事
業
は
、
歴
史
的
意
匠
建
造
物
（京
都
市
）、
登
録
有
形
文
化
財
（文
化
庁
）、
歴
史
的
景
観

重
要
建
造
物
な
ど
に
相
当
し
な
い
よ
う
な
、
ち
い
さ
な
町
家
の
改
修
な
ど
に
資
金
を
出
す
も
の

で
す
。
氷
山
の
一
角
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
こ
し
ず
つ
手
当
て
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
「楽
」と
い
う
の
は
、
楽
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
身
体
が
楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

紙
と
土
と
わ
ら
と
い
っ
た
自
然
の
素
材
で
で
き
た
つ
く
り
も
の
で
あ
る
町
家
は
身
体
に
優
し
い
つ

く
り
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
な
つ
く
り
で
、
環
境
に
優
し
い
エ
コ
の
家
で

あ
る
。
季
節
を
取
り
込
ん
で
い
く
生
活
、
何
と
か
工
夫
を
し
て
過
ご
し
や
す
く
し
よ
う
と
す
る

の
が
町
家
の
暮
ら
し
に
な
り
ま
す
。
」 

 

そ
の
ほ
か
、
正
月
の
飾
り
の
準
備
、
今
宮
さ
ん
の
お
祭
り
、
お
精
霊
さ
ん
迎
え
、
月
参
り
、
地

蔵
盆
な
ど
、
歳
時
記
に
ま
つ
わ
る
町
家
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
興
味
深
い
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
た
。
盛
り
だ
く
さ
ん
の
お
話
で
あ
っ
た
の
で
こ
こ
で
は
要
約
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
く
わ
し
く

は
山
中
さ
ん
の
『よ
そ
さ
ん
は
京
都
の
こ
と
を
勘
違
い
し
た
は
る
』（二
〇
〇
三
年
）や
『杏
の
木

の
ひ
と
り
言 

油
商
家
に
生
ま
れ
て
』(

二
〇
〇
〇
年)

な
ど
の
著
作
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
。
山
中

油
店
の
近
く
に
は
「京
・町
家
文
化
館
」や
町
家
シ
ョ
ッ
プ
＆
カ
フ
ェ
「綾
綺
殿
」な
ど
も
あ
る
の

で
、
一
度
足
を
運
ん
で
み
れ
ば
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
編
集
部
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第
４
回
国
際
京
都
学
体
系
研
究
会 

「
京
都
学
基
礎
論
（
定
義
と
枠
組
み
）
」 

古
川 

修
（
地
域
史
研
究
家
） 

 

国
際
京
都
学
の
多
彩
な
活
動
の
基
礎
に
な
る
に
は
、
そ
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
京
都

学
」
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
の
形
成
が
必
要
と
い
う
提
言
で
、
要
約
す
る
と
以
下
の
よ

う
な
内
容
で
あ
っ
た
。 

ま
ず
用
語
の
定
義
か
ら
は
じ
め
、
「
京
都
学
」
と
は
「
京
都
」
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問

で
、
研
究
主
体
は
住
民
・
非
住
民
を
問
わ
な
い
。
「
京
都
」
と
は
京
都
盆
地
（
「
周
辺
」
を

含
む
）の
自
然
、
住
民
、
住
民
が
創
造
し
伝
承
し
て
き
た
モ
ノ
及
び
情
報
の
三
要
素
の
総
体
。
周

辺
と
は
「住
民
」が
生
活
の
拠
点
を
置
く
京
都
盆
地
を
取
り
囲
む
地
域
で
、
具
体
的
に
山
科
・宇

治
・長
岡
京
、
嵯
峨
、
城
陽
、
鞍
馬
、
八
瀬
大
原
、
八
幡
、
大
山
崎
な
ど
。 

京
都
学
の
史
資
料
を
分
類
す
る
た
め
、
天
明
八
年
の
大
火
な
ど
住
民
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
出
来
事
を
区
切
り
と
し
て
九
つ
の
時
代
区
分
を
設
定
し
た
。
史
資
料
の
種
類
は
個
別
の

史
実
の
裏
付
け
と
な
る
一
次
史
資
料
と
、
そ
の
応
用
・研
究
に
よ
り
得
ら
れ
た
二
次
史
資
料
に

区
分
し
た
。
上
記
の
分
類
に
従
い
集
積
し
た
史
資
料
は
七
五
〇
〇
点
ほ
ど
に
な
り
、
当
日
の
発

表
で
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
駆
使
し
て
膨
大
な
分
類
表
が
示
さ
れ
た
。
最
後
に
歴
史
は
個
々
の

人
間
の
活
動
が
作
り
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
を
重
視
し
て
住
民
名
称
の
採
録
を
す
る
べ
き

だ
が
、
作
業
量
の
膨
大
さ
を
考
え
れ
ば
協
会
全
体
の
共
同
作
業
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
提
言

さ
れ
て
い
た
。  
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事
務
局
だ
よ
り 

経
過
報
告 

二
０
０
三
年
十
一
月
の
発
足
以
来
、
下
記
の
事
業
を
重
ね
て
き
ま
し
た
（
敬
称
略
） 

●
〈
研
究
会
〉 

第
１
回 
「
京
の
川
と
歴
史
に
つ
い
て
」
森
谷
尅
久 

「
私
と
鴨
川
と
の
か
か
わ
り
」
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
今
本
博
健
、
嘉
田
由
紀
子
、
田
中
真
澄 

（
二
０
０
四
・九･

二
五
） 

第
２
回 

「
京
の
川
と
生
き
も
の
」
基
調
講
演
「
水
環
境
と
生
き
も
の
た
ち
」
石
田
紀
郎 

「
鴨
川
の
生
き
も
の
た
ち
」
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
久
米
直
明
・
牧
野
達
也
・
須
川
恒 

（二
０
０
四
・一
一
・一
三

） 

第
３
回 

「
京
の
川
と
庭
園
―
小
川
治
兵
衞
と
美
の
世
界
」
小
川
治
兵
衞
（
二
０
０
五
・
四･

九
） 

第
４
回 

「
京
の
川
と
芸
能
」
笠
谷
和
比
古
（
二
０
０
五
・九･

一
七
） 

第
５
回 

「
京
の
川
と
音
景
観
」
小
松
政
史
（
二
０
０
六
・九･

二
八
） 

●
〈
体
系
研
究
会
〉 

第
１
回 

「
国
際
京
都
学
と
は
な
に
か
」
米
山
俊
直
（二
０
０
五
・
一
０･

一
五
） 

第
２
回 

「
世
界
に
京
都
を
発
信
す
る
―
そ
の
内
容
と
方
法
」
中
村
順
一
（二
０
０
五
・
一
二･

一
０
） 

第
３
回 

「
桓
武
天
皇
と
渡
来
人
―
平
安
京
の
国
際
的
環
境
」
井
上
満
郎
（
二
０
０
七
・
一
・
八
） 

第
４
回 

「
賀
茂
祭
今
昔
」
朧
谷
寿 

「
京
都
学
基
礎
論
の
試
み
（
定
義
と
枠
組
み
）
」
古
川
修
（
二
０
０
七
・五
・一
一
） 

第
５
回 

「
町
家
の
喜
怒
哀
楽
」
山
中
恵
美
子
（
二
０
０
七
・六
・二
三
） 

第
６
回 

「
祇
園
祭
の
魅
力
―
山
鉾
の
国
際
性
を
中
心
に
」
島
田
崇
志 

「
住
民
の
京
都
学
」
杉
田
繁
治
（
二
０
０
七
・
七
・
三
） 

第
７
回 

「
文
化
・
芸
術
の
ま
ち
京
都
か
ら
の
発
信
―
平
成
風
流
踊
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス 

 

大
学
と
地
域
と
の
交
流
・
連
携
の
促
進
」
冨
士
谷
あ
つ
子
（
二
０
０
七
・一
一
・
一
） 

第
８
回 

「
能
と
『
源
氏
物
語
』
小
川
佳
世
子
（二
０
０
七
・一
二
・一
三
） 

第
９
回 

「
今
年
催
さ
れ
る
源
氏
物
語 

千
年
紀
事
業
の
ご
紹
介
」
西
邑
昭
裕 

「
『
源
氏
物
語
』
の
舞
台
」
杉
田
博
明
（
二
０
０
八
・
三
・
六
） 

●
〈
見
学
体
験
会
〉 

第
１
回 

冨
田
屋
「
西
陣
町
家
の
く
ら
し
」
田
中
峰
子 

第
２
回 

柊
家
「
観
光
に
見
る
京
の
も
て
な
し
」
西
村
明
美
・
日
置
弘
一
郎 

第
３
回 

吉
田
山
荘
「
吉
田
山
荘
と
京
古
ブ
ラ
ン
ド
」
中
村
京
古
・
日
置
弘
一
郎 

第
４
回 

車
折
神
社
、
嵐
山
舟
遊
び 

 
 

 

第
５
回 

 

平
野
神
社
と
夜
桜
見
物 

第
６
回 

月
桂
冠
大
倉
記
念
館
見
学
会 

●
〈
交
流
サ
ロ
ン
〉
は
（
冨
田
屋
）
及
び
〈
懇
親
交
流
会
〉
（
弥
生
会
館
）
で
計
十
五
回
を
重
ね
て
い
る
。 

ま
た
、 記

念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
基
調
講
演
「
京
都
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
高
田
宏 

（
二
０
０
三
・一
一･

三
） 

公
開
講
演
会
「
平
安
京
と
東
ア
ジ
ア
」
上
田
正
昭 

（
二
０
０
四
・五･

一
五
） 

講
演
会
「
京
町
家
ぐ
ら
し
・
女
の
精
神
力
」
田
中
峰
子
・
西
村
明
美 

（
二
０
０
七
・
六･

二
） 

な
ど
や
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
６
回
）
も
開
催
し
て
き
た
。 

そ
の
他
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
と
共
催
の
「
都
市
景
観
の
保
全
と
再
生
研
究
会

」
を
３
回
実
施
し
た
。 

●
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
「
国
際
京
都
学
協
会
だ
よ
り
」
の
主
な
記
事
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。 

創
刊
号 

「
ご
挨
拶
」
米
山
俊
直
、
「
国
際
京
都
学
協
会
の
会
報
創
刊
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
桝

本
頼
兼
、
「
京
の
川
」
森
谷
尅
久
、
「
京
都
文
化
の
国
際
的
環
境
」
井
上
満
郎 

第
２
号 

「
京
の
隅
か
ら
」
芳
賀
徹
、
「
京
の
川
と
歴
史
に
つ
い
て
」
森
谷
尅
久
、
「
鴨
川
は
あ
ぶ
な
い
」

今
本
博
健
、
「
命
を
は
ぐ
く
む
水
を
大
切
に
」
田
中
真
澄
、
「
鴨
川
、
セ
ー
ヌ
川
、
ブ
ル
タ
バ

川
」
嘉
田
由
紀
子
、
「
清
流
の
流
れ
る
町
京
都
」
森
谷
尅
久
、
「
西
陣
町
家
く
ら
し
体
験
会

に
参
加
し
て
」 

第
３
号 

「
海
を
越
え
て
学
ぶ
京
都
」
冨
士
谷
あ
つ
子
、
「
水
環
境
と
生
き
も
の
た
ち
」
石
田
紀
郎
、

「
渓
流
的
要
素
と
都
市
河
川
的
要
素
」
久
米
直
明
、
「オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
を
気
軽
に
ウ
ォ
ッ

チ
ン
グ
し
よ
う
」
牧
野
達
也
、
「
キ
ャ
ン
パ
ス
は
鴨
川
、
テ
キ
ス
ト
は
水
鳥
・
人
・
環
境
」
須
川
恒 

第
４
号 

「
小
京
都
の
簇
生
」
森
谷
尅
久
、
「
西
川
と
近
き
川
」
相
馬
大
、
「
様
ざ
ま
な
月
」
朧
谷
寿
、

「
忘
れ
た
こ
と
ば
「
細
長
う
」
」
山
下
要
三
、
「
京
都
の
暮
ら
し
」
田
中
峰
子 

第
５
号 

「
追
悼
号 

米
山
俊
直
先
生
を
偲
ぶ
会
」
「
あ
い
さ
つ
」
芳
賀
徹
、
「
米
山
俊
直
さ
ん
と
私
」

上
田
正
昭
、
「
日
本
文
明
の
基
礎
に
あ
る
京
文
化
―
国
際
京
都
学
協
会
の
ね
ら
う
も
の
」

米
山
俊
直 

第
６
号 

「
二
十
一
世
紀
の
京
都
―
日
本
の
中
の
位
置
付
け
」
中
村
順
一
、
「
京
都
と
ベ
ト
ナ
ム｣

香
川

孝
三
、
「
京
都
を
良
く
す
る
異
文
化
の
目
」
杉
田
繁
治
、
「
「
京
の
川
と
音
景
観
」
に
つ
い
て
」

武
部
宏
、
「
都
市
景
観
の
保
全
と
再
生
研
究
会
（
樋
口
忠
彦
）
」 

第
７
号 

「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
朧
谷
寿
、
「
祇
園
祭
の
魅
力
―
山
鉾
の
国
際
性
を
中
心
に
」
島
田

崇
志
、
「
住
民
の
京
都
学
」
杉
田
繁
治
、
「
ロ
チ
・
ハ
ー
ン
・
米
山
さ
ん
」
赤
阪
賢 

 
●
原
稿
の
募
集 

こ
れ
ま
で
「
国
際
京
都
学
だ
よ
り
」
は
上
記
の
事
業
の
記
録
な
ど
を
中
心
に
編
集
し
て
き
ま
し
た
。
今

後
も
こ
の
方
針
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ら
に
会
員
の
皆
様
が
た
の
原
稿
を
記
載
し
た
い
と
か

ん
が
え
て
お
り
ま
す
。
「
京
都
へ
の
想
い
」
や
そ
れ
ぞ
れ
の
「
国
際
京
都
学
」
論
、
会
の
運
営
を
め
ぐ
る

提
案
、
さ
ら
に
近
況
報
告
・
随
想
な
ど
ご
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
４
０
０
字
詰
原
稿
用
紙

一
枚
か
ら
一
枚
半
程
度
（
約
四
百
―
六
百
字
）
の
範
囲
で
編
集
部
（FA

X
:0

7
5
-
8
1
2
-
3
5
5
5

、E-

メ

ー
ルin

fo
@

ky
o
to

ga
ku

.o
rg

）
宛
に
送
付
願
い
ま
す
。 


