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3

序
章
　
茶
文
化
研
究
へ
の
視
座

は
じ
め
に

　

二
〇
〇
八
年
八
月
八
日
午
後
八
時
、
中
国
で
初
め
て
と
な
る
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
が
北
京
で
始
ま
っ
た
。
開
会
式
セ
レ
モ

ニ
ー
の
熱
狂
が
高
ま
る
中
、
突
然
大
き
な
「
茶
」
の
文
字
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
中
央
に
描
き
出
さ
れ
た
。
開
会
式
で
は
、
の
ち
の
世
界
に

も
様
々
な
影
響
を
与
え
た
古
代
中
国
の
四
大
発
明
で
あ
る
羅
針
盤
・
火
薬
・
紙
・
印
刷
術
が
中
国
を
象
徴
す
る
事
物
と
し
て
登
場
し

た
が
、「
茶
」
も
そ
れ
ら
に
肩
を
並
べ
る
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
同
時
に
こ
の
時
の
「
茶
」
は
、
文
字
で
表
現

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の
文
字
、
す
な
わ
ち
漢
字
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
（
ち
な
み
に
開
会
式
で

は
「
茶
」
と
「
和
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）。「
茶
」
は
会
場
を
埋
め
た
九
万
人
の
大
観
衆
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
全
世
界
の
四
四
億
人
と
も
い
わ
れ
る
テ
レ
ビ
視
聴
者）

（
（

に
届
き
、
さ
ら
に
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、
雑
誌
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
メ

デ
ィ
ア
を
通
し
て
よ
り
多
く
の
人
々
の
耳
目
に
入
っ
た
に
違
い
な
い
。
開
会
式
で
「
茶
」
の
映
像
を
目
に
し
た
瞬
間
、
日
頃
何
気
な

く
茶
を
愛
飲
し
て
い
る
中
国
の
人
々
は
、
ツ
バ
キ
科
の
茶
樹
か
ら
摘
み
取
っ
て
水
に
浸
し
て
で
き
る
飲
み
物
で
あ
り
、
毎
日
の
生
活
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に
寄
り
添
い
す
ぎ
る
あ
ま
り
に
そ
の
存
在
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
感
じ
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
考
え
た
こ
と
も
な
く
、
完

全
に
自
己
の
一
部
と
化
し
た
液
体
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
偉
大
さ
に
気
づ
き
、
誇
ら
し
い
古

い
に
し
え

の
文
明
と
し
て
強
い
感
銘
を

受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

茶
は
人
類
に
と
っ
て
偉
大
な
文
明
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
中
国
の
誇
る
べ
き
文
明
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
誰
で
あ
っ
て

も
否
定
の
し
よ
う
が
な
い
事
実
で
あ
る
。
茶
の
発
見
、
飲
用
、
栽
培
は
い
ず
れ
も
古
代
中
国
か
ら
始
ま
り
、
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
場

所
に
伝
播
し
た
。
い
ま
や
世
界
人
口
の
四
分
の
三
が
茶
を
飲
ん
で
い
る
。
こ
の
ほ
ぼ
地
球
全
体
を
覆
っ
て
い
る
文
明
は
、
ま
ず
心
身

を
健
康
に
す
る
と
い
う
点
で
人
類
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
茶
葉
は
五
〇
〇
種
類
以
上
の
化
学
成
分
が
含
ま
れ
る
「
地
球
上
で
最

も
重
要
で
強
力
な
薬
用
物
質
」
で
あ
り
、
仮
に
現
在
の
生
活
か
ら
突
然
消
失
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
衛
生
面
や
精
神
面
か
ら

く
る
心
身
の
不
調
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
死
者
を
も
た
ら
し
、
都
市
の
破
壊
を
招
く
よ
う
な
「
大
惨
事
」
の
発
生
ま
で
が
想
定
さ

れ
る
と
い
う
〔
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン 2003/2007: 288;3（6

〕。
経
済
面
に
つ
い
て
は
、
茶
葉
を
め
ぐ
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
、
茶
葉
自
体
に
か
か

わ
る
生
産
、
加
工
、
流
通
、
消
費
の
み
な
ら
ず
、
各
種
の
容
器
や
道
具
、
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
多
く
の
分
野
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る

た
め
、
茶
葉
経
済
は
、
個
々
人
に
と
っ
て
は
生
計
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
と
も
に
、
マ
ク
ロ
的
に
は
世
界
経
済
シ
ス
テ
ム
の
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
文
化
的
な
面
に
お
い
て
も
、
英
国
の
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
や
日
本
の
茶
道
の
よ
う
な
高
級
文

化
も
茶
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
茶
は
、
こ
れ
ほ
ど
世
界
を
席
巻
し
た
大
規
模
な
文
明
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
付
け
る

形
容
詞
は
、「
偉
大
」
と
い
う
ほ
か
に
相
応
し
い
こ
と
ば
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
偉
大
な
る
文
明
を
生
み
出
し
た
中
国
で
は
、
国
民
の
日
常
生
活
の
隅
々
ま
で
が
茶
と
か
か
わ
っ
て
お
り
、
茶
の
祖
国
に
ふ
さ

わ
し
い
光
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
一
〇
年
以
降
、
中
国
国
内
で
は
年
間
一
〇
〇
万
ト
ン
を
超
え
る）

2
（

茶
葉
が
消
費
さ
れ
、
茶

を
飲
む
こ
と
を
専
門
に
営
ま
れ
る
「
茶
館
」
が
全
国
各
地
の
街
中
に
林
立
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
都
市
に
〝茶
城
〟
〝茶
葉
市
場
〟
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と
よ
ば
れ
る
大
型
茶
葉
販
売
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
ほ
か
、
小
型
の
専
門
店
も
い
た
る
所
で
店
舗
を
構
え
て
い
る
。
博
覧
会
や
茶
文
化
観

光
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
よ
う
な
茶
文
化
を
テ
ー
マ
と
す
る
イ
ベ
ン
ト
も
全
国
の
様
々
な
都
市
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
教
育
の
分
野
で

は
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
茶
文
化
に
関
す
る
選
択
授
業
や
課
外
授
業
を
開
設
す
る
と
こ
ろ
が
増
え
て

お
り
、
大
学
に
は
茶
文
化
専
攻
の
コ
ー
ス
ま
で
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
庭
に
お
い
て
は
、
家
族
を
癒
す
ば
か
り
か
、
茶

を
振
る
舞
う
こ
と
が
来
客
を
も
て
な
す
最
低
限
の
礼
儀
と
も
な
っ
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
こ
の
文
明
は
い
ま
の
中
国
に
お
い
て
、

勢
い
よ
く
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
三
〇
代
な
い
し
は
四
〇
代
以
上
の
多
く
の
中
国
人
は
、
三
度
の
食
事
の
間
に
あ
り
、
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
に
向

き
合
っ
て
い
る
と
き
に
は
テ
ー
ブ
ル
の
片
隅
に
置
か
れ
た
あ
の
一
杯
の
茶
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
世
界
の
舞
台
に
上
っ
た
こ
と

に
感
動
を
覚
え
た
そ
の
次
の
瞬
間
、
あ
ら
た
め
て
茶
を
一
口
す
す
っ
て
み
る
と
、
な
ん
と
も
複
雑
な
後
味
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
口
の
茶
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
少
な
く
な
い
数
の
人
が
、
み
ず
か
ら
の
少
年
時
代
か
ら
現
在
ま
で
の
多
く
の
場
面
を
想
起
す
る

こ
と
だ
ろ
う
。
茶
を
飲
む
こ
と
が
戒
め
ら
れ
た
過
去
の
生
活
、
配
給
切
符
を
も
っ
て
限
ら
れ
た
量
の
茶
葉
を
な
ん
と
か
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
た
経
験
、
突
然
の
来
客
で
慌
て
て
茶
葉
を
購
入
し
た
り
、
あ
る
い
は
白
湯
し
か
客
に
出
せ
な
か
っ
た
苦
い
記
憶
。
多
く
の

人
が
こ
の
よ
う
な
思
い
出
を
抱
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
暮
ら
す
土
地
で
い
く
ら
で
も
栽
培
で
き
、
し
か
も
比
較
的
安

価
な
ツ
バ
キ
科
の
葉
を
、
現
在
の
三
〇
～
四
〇
代
よ
り
上
の
年
代
の
人
々
に
は
、
ほ
し
い
ま
ま
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

過
去
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

中
華
人
民
共
和
国
建
国
前
後
の
時
代
、
茶
業
は
崩
壊
状
態
に
あ
り
茶
葉
自
体
が
不
足
し
て
い
た
。
さ
ら
に
茶
を
飲
む
こ
と
が
否
定

さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
文
明
や
文
化
や
社
会
が
時
代
と
と
も
に
移
り
変
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わ
る
も
の
と
は
い
え
、
こ
の
わ
ず
か
数
十
年
の
間
に
、
茶
は
「
無
」
か
ら
「
有
」
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
ほ
ど
の
劇
的
な
変
化
を

経
験
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
現
在
は
単
な
る
「
有
」
の
状
態
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
過
去
の
対
極
に
あ
る
か
の
よ
う
に
、
茶
の
文
明
が
繁
栄
し
て

い
る
。
国
も
企
業
も
研
究
者
も
積
極
的
に
そ
の
保
護
や
育
成
に
つ
と
め
な
が
ら
、
茶
文
化
を
国
の
重
要
な
文
化
と
し
て
国
内
外
に
喧

伝
し
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
「
力
」
を
引
き
出
し
て
活
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
外
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
一

九
九
一
年
の
北
京
ア
ジ
ア
競
技
大
会
、
一
九
九
九
年
の
昆
明
世
界
園
芸
博
覧
会
、
二
〇
一
〇
年
の
上
海
万
国
博
覧
会
、
こ
れ
ら
国
家

の
一
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
お
い
て
、
茶
は
な
ん
ら
か
の
形
で
文
化
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
内
外
で
の
文
化
交
流
に
お

い
て
も
、
茶
に
関
す
る
文
化
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
披
露
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
指
導
者
た

ち
は
茶
を
贈
り
物
と
し
て
外
交
の
場
で
積
極
的
に
利
用
し
て
い
る
。
経
済
面
で
は
、
単
な
る
商
品
と
し
て
の
茶
葉
の
取
引
だ
け
で
は

な
く
、
茶
の
文
化
に
経
済
的
な
価
値
を
つ
け
て
商
品
化
を
は
か
る
茶
文
化
産
業
が
勢
い
を
見
せ
て
い
る
。

　

本
研
究
の
出
発
点
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
三
、四
十
年
前
に
は
ま
だ
多
く
の
国
民
の
テ
ー
ブ
ル
に
欠
け
て
い
た
茶
が
、
今
日
で
は
国

家
最
大
の
祭
典
で
演
出
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
、
現
実
社
会
に
お
い
て
も
幅
広
い
分
野
で
大
々
的
に
使
わ
れ
る
ま
で
に
繁
栄
を
遂
げ
て

い
る
。
こ
の
変
化
に
た
い
し
て
、
当
然
次
の
よ
う
な
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
今
日
の
よ
う
な
茶
文
化
は
ど
の
よ
う

に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
文
化
論
の
主
流
で
あ
る
伝
統
の
創
造
論
や
文
化
構
築
主
義
的
な
観
点
か
ら
答
え
れ
ば
、
茶

文
化
は
現
代
中
国
の
そ
の
時
々
の
政
治
的
・
経
済
的
な
文
脈
と
の
関
連
の
中
で
創
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
答
え
に
い
た
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
茶
文
化
を
創
造
し
再
構
築
し
た
そ
の
具
体
的
な
政
治
的
・
経
済
的
文
脈
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
過
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
い
か
な
る
力
が
は
た
ら
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
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第
三
章
　
台
湾
茶
芸
の
創
出
と
中
国
大
陸
へ
の
伝
播

　

台
湾
に
お
け
る
茶
葉
栽
培
は
、
清
朝
嘉
慶
時
代
の
一
七
九
六
年
に
福
建
省
の
移
民
が
武
夷
山
か
ら
持
ち
込
ん
だ
茶
樹
を
植
え
た
と

こ
ろ
順
調
に
生
育
し
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
茶
樹
の
種
子
を
も
と
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
に
し
た
が
え
ば
、
台
湾
の

茶
は
わ
ず
か
二
〇
〇
年
ほ
ど
の
歴
史
し
か
な
い）

（
（

。
し
か
し
、
そ
の
間
に
茶
業
は
重
要
な
産
業
の
一
つ
に
ま
で
成
長
し
た
。
と
く
に
日

本
統
治
時
代
（
一
八
九
五
～
一
九
四
五
）
に
は
南
部
の
砂
糖
業
と
北
部
の
茶
業
を
表
す
〝
南
糖
北
茶
〟
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
た

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
茶
は
砂
糖
と
と
も
に
台
湾
の
主
要
な
輸
出
品
と
な
り
、
一
時
は
輸
出
の
半
分）

2
（

ま
で
を
占
め
る
ほ
ど
台
湾
の
経
済
発

展
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
。

　

貿
易
物
資
と
し
て
の
台
湾
茶
は
、
一
九
七
〇
年
代
を
境
に
文
化
と
し
て
花
を
咲
か
せ
、
目ま

ば
ゆ映

い
展
開
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

七
〇
年
代
以
降
「
台
湾
茶
芸
」
と
い
う
茶
の
新
し
い
入
れ
方
や
作
法
が
編
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
東
～
東
南
ア
ジ
ア
の
茶
文

化
圏
に
伝
播
し
て
い
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
、
年
間
生
産
量
が
二
万
ト
ン
前
後
で
世
界
の
全
生
産
量
の
一
％
に
も
満
た
な
い
台
湾
の
茶

葉
が
、
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
世
界
中
に
そ
の
影
響
力
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
単
な
る
農
業
輸
出
品
に
す
ぎ
な
か
っ
た

台
湾
茶
は
、「
台
湾
茶
芸
」
と
い
う
文
化
の
力
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
東
方
美
人
茶
（
白
豪
烏
龍
茶
の
別
名
）
に
代
表
さ
れ
る
台
湾
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高
級
ブ
ラ
ン
ド
茶
を
生
み
だ
し
、
台
湾
経
済
を
牽
引
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
台
湾
す
な
わ
ち
台
湾
茶
、
台

湾
茶
す
な
わ
ち
台
湾
茶
芸
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
、
台
湾
茶
芸
に
象
徴
さ
れ
る
茶
文
化
が
台
湾
を
特
色
づ
け
る
一
つ
の
大
き
な

要
素
に
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

台
湾
茶
文
化
の
代
名
詞
と
も
い
え
る
台
湾
茶
芸
は
、
一
般
に
優
雅
で
高
級
な
伝
統
文
化
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
中
国
大
陸

（
以
下
「
中
国
」
と
す
る
）
に
起
源
の
あ
る
工
夫
茶
を
基
礎
に
、
わ
ず
か
三
、四
十
年
前
に
構
築
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
後
、
台
湾

茶
芸
は
一
九
八
〇
年
代
末
期
に
中
国
へ
の
逆
輸
入
を
果
た
し
、
当
時
の
中
国
の
国
民
が
渇
望
し
て
い
た
「
文
化
的
」
な
飲
茶
の
ス
タ

イ
ル
に
恰
好
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
茶
文
化
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
展
開
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
茶
の
飲
用
が
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
台
湾
に
お
い
て
、
な
ぜ
台
湾
茶
芸
と
い
う
茶
文
化
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
台
湾
社
会
に
広
ま
り
、
中
国
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
八
〇
年
代
末
以
降
の
中
国

に
お
け
る
茶
文
化
の
展
開
を
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
本
章
に
お
い
て
、
現
代
中
国
茶
文
化
の
創
造
と
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
れ
ら

の
疑
問
を
解
決
し
て
お
こ
う
。

1
　
台
湾
茶
芸
を
育
ん
だ
社
会
変
革

　

台
湾
茶
芸
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
一
般
に
伝
統
の
創
造
が
最
も
頻
繁
に
案
出
さ
れ
る
の
は
、
急
激
な

社
会
変
革
に
よ
っ
て
旧
来
の
伝
統
に
適
応
し
て
い
た
社
会
的
形
式
が
お
お
い
に
弱
め
ら
れ
た
り
、
取
り
か
え
ら
れ
た
り
し
た
時
だ
と

さ
れ
て
い
る
が
〔
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム （992

［（983

］:（4－（5

〕、
一
九
七
〇
年
代
の
台
湾
社
会
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
大
変
革
の
時
代
で

あ
っ
た
。
新
し
い
伝
統
と
し
て
の
台
湾
茶
芸
創
出
の
背
景
と
な
っ
た
の
は
、
台
湾
社
会
が
経
験
し
た
経
済
お
よ
び
文
化
意
識
の
双
方
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に
お
け
る
変
化
で
あ
る
。

⑴　

工
業
化
・
都
市
化
と
社
会
の
転
換

　

台
湾
は
長
ら
く
農
業
を
中
心
と
す
る
社
会
で
あ
り
、
砂
糖
・
米
・
茶
・
樟
脳
な
ど
の
農
産
品
が
主
な
輸
出
品）

3
（

と
し
て
経
済
発
展
を

支
え
て
き
た
。
農
産
品
の
加
工
や
流
通
に
か
か
わ
る
工
業
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
芽
生
え
て
い
た
が
、
日
本
統
治
時
代
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
「
工
業
は
内
地
、
農
業
は
台
湾）

4
（

」
と
い
う
分
業
的
な
経
済
政
策
な
ど
の
た
め
に
、
そ
れ
は
単
な
る
農
業
発
展
の
延
長
に

す
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
〔
宋
立
水 （996:22－29

〕。
し
か
も
、
も
と
も
と
脆
弱
で
あ
っ
た
工
業
の
大
部
分
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中

に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る）

5
（

。

　

戦
後
、
国
民
党
が
台
湾
を
接
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
中
国
共
産
党
と
の
国
共
内
戦
に
苦
闘
し
て
い
た
国
民
党
が
台
湾
の
物
資

を
大
量
に
中
国
に
調
達
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
湾
社
会
の
混
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
四
九
年
に
国
民
党
が
台
湾

に
撤
退
し
た
さ
い
に
、
軍
人
お
よ
び
関
連
人
員
が
一
六
〇
万
人
も
流
入
す
る
こ
と
で
台
湾
経
済
の
混
乱
が
激
化
し
、
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
深
刻
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
混
乱
状
況
を
収
拾
す
る
た
め
に
、
国
民
党
は
貨
幣
改
革
や
農
地
改
革
な
ど
の
政
策
に

着
手
し
、
五
二
年
か
ら
よ
う
や
く
社
会
が
安
定
的
に
な
り
、
農
業
や
工
業
の
生
産
が
恢
復
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
五
三
年
か
ら
台
湾
は
経
済
の
初
期
的
な
転
換
期
に
入
り
、
工
業
化
を
図
る
た
め
、
輸
入
代
替
工
業
化
策
が
推
進
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
当
初
は
、
ま
ず
基
盤
と
な
る
農
業
の
発
展
に
力
を
入
れ
、
農
産
物
の
輸
出
で
獲
得
し
た
外
貨
に
よ
っ
て
工
業
を

育
成
す
る
と
い
う
、〝
以
農
養
工
〟
と
呼
ば
れ
る
政
策
を
取
っ
て
い
た
〔
林
葉 （978:95

〕。
一
九
五
三
年
か
ら
六
二
年
ま
で
の
初
期
転

換
期
に
お
い
て
、
国
民
総
生
産
は
年
間
平
均
七
・
七
％
の
伸
び
を
示
す
と
と
も
に
工
業
も
年
間
一
一
・
六
％
の
成
長
率
を
遂
げ
、
と
く

に
紡
績
・
食
品
な
ど
の
労
働
集
約
型
の
軽
工
業
が
大
き
く
発
展
し
た
が
、
産
業
全
体
で
み
れ
ば
農
業
が
工
業
よ
り
も
多
く
の
割
合
を
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蓋
つ
き
の
白
い
マ
グ
カ
ッ
プ
に
茶
葉
を
入
れ
熱
湯
を
注
い
で
茶
を
飲
む
親
の
姿
や
、
来
客
が
あ
っ
た
と
き
に
魔
法
瓶
に
あ
る
お
湯

で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
新
し
く
沸
騰
さ
せ
た
お
湯
で
入
れ
た
茶
を
、
小
学
生
に
も
な
っ
て
い
な
い
は
ず
の
私
が
運
ん
で
い
た
記
憶
が
、

ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
子
供
の
頃
の
私
は
、
大
人
が
な
ぜ
あ
の
熱
く
て
苦
そ
う
な
飲
み
物
を
好
む
の
か
、

不
思
議
で
あ
っ
た
。
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
知
人
の
家
を
訪
問
し
た
さ
い
に
は
、
私
に
も
大
小
様
々
な
白
い
茶
杯
が
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
や
が
て
私
も
茶
館
で
一
杯
の
蓋
碗
茶
を
注
文
し
て
友
達
と
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ
る
週
末
を
楽
し
み
、
街
に
現
れ
た
お

し
ゃ
れ
な
茶
芸
館
に
出
か
け
、
台
湾
式
の
茶
芸
教
室
の
前
を
通
っ
て
は
中
を
覗
い
て
み
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
中
学
生
の

頃
に
遠
足
で
い
っ
た
蒙
頂
山
に
再
び
足
を
運
ん
だ
時
は
、
新
し
く
で
き
た
博
物
館
を
見
学
し
て
、
そ
こ
は
世
界
で
最
初
に
茶
葉
を
人

工
栽
培
し
た
茶
葉
史
上
に
お
け
る
重
要
な
場
所
で
あ
り
、
蒙
頂
甘
露
が
献
上
茶
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
学
び
、
お
み
や
げ
と
し
て
そ

れ
を
購
入
し
た
。

　

二
〇
〇
六
年
に
来
日
す
る
さ
い
に
、
大
き
な
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
の
中
に
は
家
族
や
親
戚
が
用
意
し
て
く
れ
た
故
郷
の
茶
葉
が
入
っ
て

い
た
。
し
か
し
日
本
で
お
世
話
に
な
る
人
々
に
お
み
や
げ
と
し
て
贈
る
と
、
自
分
の
飲
む
分
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
茶
の
な
い

あ
の
半
年
の
留
学
生
活
は
、
ま
る
で
家
族
も
親
友
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
寂
し
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
、
茶
が

あ
っ
て
当
た
り
前
の
人
生
を
思
い
返
す
中
で
、
あ
ら
た
め
て
茶
が
も
つ
力
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
人
間
の
生
活
に
お
け
る
茶
は
、
意
識

し
な
け
れ
ば
気
づ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
あ
る
と
愉
快
に
感
じ
る
笑
顔
の
よ
う
な
存
在
で
あ
ろ
う
。

　

大
人
は
な
ぜ
茶
を
好
む
の
か
、
自
分
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
や
っ
と
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
し
か
し
、
分
か
っ
た
よ
う
な
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気
が
し
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
論
理
的
・
学
問
的
に
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
も
そ
も
、
子
供
の
頃
の
記
憶
の
中
に
あ
る

両
親
に
と
っ
て
の
茶
と
、
い
ま
授
業
の
合
間
に
口
に
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
の
茶
は
、
果
た
し
て
同
じ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
ご
く
ご
く
私
的
な
出
発
点
か
ら
、
本
書
の
研
究
は
始
ま
っ
て
い
る
。

　

本
書
は
、
二
〇
一
四
年
度
に
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出
し
た
学
位
申
請
論
文
を
も
と
に
加
筆
修
正
を
お
こ
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
来
日
十
年
と
い
う
節
目
の
年
に
、
こ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
こ
と
を
一
書
と
し
て
世
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

学
業
に
お
い
て
も
生
活
に
お
い
て
も
、
多
く
の
方
々
か
ら
い
た
だ
い
た
多
大
な
ご
指
導
と
ご
支
援
の
お
か
げ
で
あ
る
。

　

未
熟
な
私
を
留
学
生
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
特
別
視
す
る
こ
と
な
く
、
厳
し
く
も
優
し
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
指
導
教
授
の
多

和
田
裕
司
先
生
に
は
、
お
礼
を
申
し
き
れ
な
い
ほ
ど
お
世
話
に
な
っ
た
。
研
究
へ
の
取
り
組
み
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
た
っ
た
一

つ
の
日
本
語
の
文
章
ま
で
も
丹
念
に
ご
指
摘
い
た
だ
く
な
ど
、
普
通
の
学
生
の
何
倍
も
の
手
間
ひ
ま
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
師
に

恵
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
苦
し
い
と
き
で
も
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
う
。
ま
た
院
生
の
間
在
籍
し
た
ア
ジ
ア
都
市
文

化
学
教
室
の
先
生
方
、
大
阪
府
立
大
学
の
橋
爪
紳
也
教
授
、
早
稲
田
大
学
の
早
瀬
晋
三
教
授
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら
多
く
の
ご
教
示
や

ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
本
書
が
、
先
生
方
か
ら
頂
い
た
学
恩
に
、
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
報
い
る
も

の
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

本
書
で
の
考
察
の
も
と
に
な
っ
た
資
料
収
集
の
た
め
の
三
回
の
海
外
調
査
で
は
、
多
く
の
方
々
と
出
会
い
、
調
査
の
便
宜
を
図
っ

て
い
た
だ
い
た
。
と
く
に
江
西
省
社
会
科
学
院
の
陳
文
華
教
授
（
故
人
）、
余
悦
教
授
、
中
国
国
際
茶
文
化
研
究
会
の
宋
少
祥
名
誉

会
長
、
中
国
国
際
茶
文
化
研
究
会
書
画
院
の
李
茂
栄
先
生
、
元
『
茶
博
覧
』
編
集
長
の
阮
浩
耕
先
生
、
元
浙
江
大
学
茶
学
系
の
徐
南

眉
教
授
、
浙
江
樹
人
大
学
の
関
剣
平
准
教
授
、『
喫
茶
去
』
の
舒
曼
編
集
長
、
谷
本
陽
蔵
先
生
（
故
人
）、
台
湾
区
製
茶
工
業
同
業
公

会
の
黄
正
敏
理
事
長
、
中
華
茶
文
化
学
会
の
范
増
平
理
事
長
か
ら
は
、
貴
重
な
資
料
の
ご
提
供
と
有
益
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
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ま
た
杭
州
市
茶
楼
業
協
会
の
徐
菲
菲
氏
に
は
調
査
先
の
斡
旋
や
何
度
も
訪
問
先
へ
同
行
し
て
い
た
だ
く
な
ど
、
実
に
お
世
話
に
な
っ

た
。
参
与
観
察
先
の
紫
藝
閣
茶
坊
の
陳
珂
総
経
理
お
よ
び
従
業
員
の
方
々
、
ま
た
そ
こ
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た

方
々
に
も
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
ご
助
力
を
賜
っ
た
皆
さ
ま
に
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　

奨
学
金
の
支
援
な
し
で
は
、
留
学
生
生
活
を
長
く
続
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
研
究
に
専
念
す
る
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
に
違
い
な
い
。
日
本
学
生
支
援
機
構
か
ら
の
留
学
生
学
習
奨
励
金
（
二
〇
〇
七
年
度
、
二
〇
〇
八
年
度
後
期
、
二
〇
〇
九
年

度
）、
三
菱
商
事
外
国
人
留
学
生
奨
学
金
（
二
〇
一
〇
～
二
〇
一
一
年
度
）、
文
部
科
学
省
国
費
外
国
人
留
学
生
奨
学
金
（
二
〇
一
二

年
度
）
の
ご
援
助
に
よ
っ
て
、
日
本
で
の
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
若
手
研
究
者
等
若
手
海
外
派
遣
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
は
、
海
外
調
査
旅
費
の
ご
支
援

を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
お
よ
び
関
係
の
皆
様
方
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
を
一
冊
の
本
と
し
て
刊
行
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
大
き
な
ご
支
援
を
頂
い
て
い
る
。
公
益
財
団
法
人
三
徳
庵
か

ら
は
本
書
出
版
に
さ
い
し
て
「
茶
道
文
化
学
術
助
成
金
」
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
そ
れ
を
形
に
で
き
た
の
は
、
出
版
を
引

き
受
け
て
下
さ
っ
た
思
文
閣
出
版
、
な
ら
び
に
編
集
の
企
画
・
実
務
を
ご
担
当
下
さ
っ
た
同
社
の
田
中
峰
人
さ
ん
と
大
地
亜
希
子
さ

ん
の
お
か
げ
で
あ
る
。
末
筆
な
が
ら
、
こ
れ
ら
ご
援
助
を
下
さ
っ
た
皆
様
方
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　
　

二
〇
一
七
年
一
月

王　

静


