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二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
五
日
（
土
曜

日
）
一
三
時
か
ら
一
八
時
ま
で
名
古
屋

市
立
大
学
滝
子
キ
ャ
ン
パ
ス
一
号
館
会

議
室
に
て
上
記
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ

れ
た
。
私
た
ち
科
研
グ
ル
ー
プ
は
、
こ

れ
ま
で
越
境
的
な
文
学
活
動
を
し
て
い

る
作
家
や
運
動
、
思
潮
な
ど
を
め
ぐ
っ

て
各
国
語
圏
を
超
え
た
横
断
的
な
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
き
た
。
越
境
を

何
ら
か
の
境
界
を
越
え
て
い
く
文
学
・

文
化
現
象
と
と
ら
え
多
言
語
性
や
複
数

文
化
、
異
言
語
を
う
ち
に
は
ら
む
よ
う

な
作
家
・
作
品
や
、
言
語
と
視
覚
表
象

と
の
境
界
を
越
え
て
い
く
よ
う
な
作
家

な
い
し
文
学
運
動
な
ど
広
い
意
味
で
の

越
境
性
と
つ
な
が
る
諸
現
象
を
、
今
回

は
日
本
文
学
を
中
心
に
共
同
討
議
し
た
。

発
表
者
は
名
古
屋
大
学
文
学
研
究
科
博

士
課
程
在
学
の
魏
晨
氏
、
張
ユ
リ
氏
、

岡
英
里
奈
氏
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
大
学
日

本
学
教
授
の
ダ
グ
・
ス
レ
イ
メ
ー
カ
ー

氏
、
そ
し
て
招
待
講
演
者
で
あ
る
立
命

館
大
学
教
授
の
西
成
彦
氏
で
あ
る
。
そ

し
て
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の

坪
井
秀
人
氏
、
西
成
彦
氏
、
本
学
の
田

中
敬
子
氏
、
土
屋
が
司
会
を
務
め
た
。

ま
ず
魏
晨
氏
の
「
交
錯
す
る
ま
な
ざ
し
、

齟
齬
す
る
満
洲
夢
―
―
日
満
綴
方
使
節

を
中
心
に
」
の
概
要
を
述
べ
る
。
日
満

綴
方
使
節
は
日
本
と
「
満
洲
国
」
の
両

方
で
児
童
使
節
が
そ
れ
ぞ
れ
「
満
洲

国
」
と
日
本
を
見
物
し
、
そ
の
見
物
の

経
験
に
つ
い
て
綴
方
を
書
く
イ
ベ
ン
ト

だ
っ
た
。
本
報
告
で
は
ま
ず
、
日
満
綴

方
使
節
の
活
動
状
況
を
整
理
し
、
そ
の

実
態
を
解
明
し
た
。
そ
し
て
、
日
満
綴

方
使
節
に
よ
る
綴
方
を
収
録
す
る
綴
方

集
を
取
り
上
げ
て
分
析
を
行
い
、
そ
の

分
析
を
通
し
て
、
日
満
両
側
の
児
童
が

「
満
洲
国
」
と
日
本
に
対
す
る
異
な
る

捉
え
方
と
日
満
の
未
来
に
関
す
る
想
像

力
を
読
み
取
り
、
日
満
間
な
ら
で
は
の

文
化
的
多
層
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
当
時
の
日

本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
言
説
の
形
成
に

お
け
る
差
異
と
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る

と
い
う
。

　
張
ユ
リ
氏
の
「
大
衆
に
一
九
三
〇
年

代
を
訴
え
る
―
堀
辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
』

の
再
生
産
と
受
容
を
中
心
に
」
で
は
、

出
版
当
時
か
ら
若
者
の
間
で
ブ
ー
ム
を

巻
き
起
こ
し
た
堀
辰
雄
の
小
説
『
風
立

ち
ぬ
』(

一
九
三
八)

は
、
時
代
が
変

わ
る
に
つ
れ
て
、
歌
や
映
像
作
品
な
ど
、

そ
の
媒
体
を
変
え
な
が
ら
再
生
産
さ
れ
、

大
衆
に
広
く
受
容
さ
れ
て
き
た
。
本
報

告
で
は
、
大
衆
に
三
〇
年
代
を
想
起
さ

せ
る
装
置
と
し
て
小
説
『
風
立
ち
ぬ
』

を
捉
え
、
そ
の
再
生
産
と
受
容
過
程
を

時
代
別
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
メ
デ
ィ

ア
に
映
し
出
さ
れ
た
三
〇
年
代
と
大
衆

と
の
力
学
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
成
田
龍
一
が
提
示
し

て
い
る
「
体
験
／
証
言
／
記
憶
」
の
枠

組
み
に
お
け
る
戦
争
を
小
説
『
風
立
ち

ぬ
』
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
五
四
年

作
は
大
衆
が
作
品
に
対
す
る
共
通
し

た
経
験
が
持
っ
て
い
る
上
で
作
ら
れ

た
、
原
作
に
精
通
し
て
い
る
映
画
で
あ

り
、
七
六
年
作
は
作
品
を
好
ん
で
読
ん

だ
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か

れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
次
世
代
に
伝

え
る
映
画
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

二
〇
一
三
年
作
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ

が
『
風
立
ち
ぬ
』
を
如
何
に
記
憶
し
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
の
映
画
だ
と
す
る
。

岡
英
里
奈
氏
の
「
一
九
四
〇
年
前
後
に

お
け
る
二
つ
の
岡
倉
天
心
像
―
戦
時
下

の
〈
越
境
〉・〈
越
境
者
〉
イ
メ
ー
ジ
」

で
は
、
四
〇
年
前
後
に
お
け
る
島
崎
藤

村
と
日
本
浪
漫
派
に
よ
る
二
つ
の
岡
倉

天
心
像
に
注
目
し
、
両
者
が
ど
の
よ
う

な
思
想
的
経
過
を
辿
っ
て
〈
越
境
者
〉

天
心
を
再
発
見
し
た
の
か
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
、さ
ら
に
両
者
に
お
け
る〈
世

界
史
〉
認
識
に
注
意
し
な
が
ら
、
両
者

を
比
較
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時

の
〈
越
境
者
〉
や
〈
越
境
〉
そ
の
も
の

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
、「
大
東
亜
共

栄
圏
」
や
「
東
亜
の
盟
主
」
と
し
て
の

〈
日
本
〉
と
い
っ
た
戦
争
肯
定
の
言
説

と
、
い
か
に
関
わ
り
合
い
、
ま
た
は
反

発
し
合
う
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
、
西
洋
思

想
の
影
響
を
受
け
西
洋
言
語
を
獲
得
し

共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究
会
報
告

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究

　「
ポ
ス
ト
エ
ス
ニ
ッ
ク
時
代
の
文
学
に
お
け
る

　
　
　
オ
ム
ニ
フ
ォ
ン
の
意
義
」
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
　
　「
日
本
文
学
に
お
け
る
越
境
の
諸
相
」
報
告

名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
　
土
屋
　
勝
彦
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な
が
ら
も
、「
国
粋
」
や
「
保
守
」
の

立
場
を
維
持
し
た
理
想
の
「
越
境
者
」

と
し
て
天
心
を
受
容
し
て
い
る
が
、
藤

村
は
、
西
洋
と
東
洋
を
つ
な
ぐ
天
心
像

と
し
て
描
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。

ス
レ
イ
メ
ー
カ
ー
氏
の
「
越
境
を
越
え

る
、
文
学
考
察
」
で
は
、「
越
境
文
学
」

に
お
け
る
「
越
え
る
」
ま
た
は
「
越
す
」

と
い
う
の
は
何
を
さ
す
の
か
を
考
察
し

た
も
の
で
あ
り
、
数
名
の
芸
術
家
の
業

績
を
考
察
し
な
が
ら
「
越
え
る
」
と
い

う
動
作
を
検
討
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

藤
田
嗣
治
と
か
横
光
利
一
と
か
金
子
光

晴
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
体
験
で
は
、
た
と

え
越
境
者
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

日
本
人
で
あ
る
と
い
う
国
家
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
強
く
残
り
、
二
つ
の
文
化

を
ま
た
が
る
と
い
う
意
識
は
な
か
っ

た
。
外
国
に
行
っ
て
日
本
語
で
書
く
だ

け
で
は
真
の
越
境
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
越
境
の
根
本
的
な
意
味
を
掘
り
起

こ
す
た
め
に
は
、
多
和
田
葉
子
の
小
説

を
中
心
に
扱
っ
て
考
え
て
み
る
と
よ
く

わ
か
る
。
多
和
田
自
身
も
登
場
人
物
も
、

異
文
化
体
験
を
行
う
自
己
自
身
を
相
対

的
に
と
ら
え
、
確
実
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
な
く
、
二
つ
の
文
化
の
境
界
線

上
に
生
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
以
前
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
作
家
・
芸
術
家
た
ち
の
異

文
化
体
験
と
は
異
な
る
位
相
で
あ
り
、

そ
れ
は
越
境
の
真
の
姿
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　
西
成
彦
氏
の
「
比
較
植
民
地
文

学
の
試
み—

交
叉
的
な
読
書
に
つ
い

て
」
で
は
、
若
い
頃
に
「
複
数
言
語
使

用
地
域
の
文
学
」
と
い
う
概
念
を
考

え
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
亡
命
作
家
ゴ
ン
ブ

ロ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
研
究
を
行
い
、
カ
フ
カ

研
究
を
経
て
、
東
欧
ユ
ダ
ヤ
作
家
の

イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
文
学
研
究
の
か
た
わ

ら
、
比
較
文
学
者
と
し
て
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ
・
ハ
ー
ン
や
宮
澤
賢
治
に
も
取
り
組

ん
だ
と
述
懐
さ
れ
、
そ
の
後
二
〇
〇
〇

年
代
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
の
科
研
共
同
研

究
の
代
表
者
と
し
て
、
語
圏
を
跨
い
で

移
動
し
つ
づ
け
た
人
々
と
、
文
学
や
芸

術
の
関
係
を
見
き
わ
め
よ
う
と
い
う
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
、
現
在
は
「
比

較
植
民
地
文
学
研
究
の
基
盤
整
備
」
と

い
う
課
題
を
掲
げ
科
研
の
研
究
を
続
け

て
お
り
、
そ
の
成
果
と
し
て
ま
も
な
く

『
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
夢
と
憂
鬱
』
と
い

う
本
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。
最
後
に
交
差
的
な
読
書
に

つ
い
て
、
例
え
ば
、
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦

人
』
が
植
民
地
朝
鮮
の
日
本
人
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
可
能
性
、
あ
る
い
は
中
西

伊
之
助
の
『
赭
土
に
芽
ぐ
む
も
の
』
が

植
民
地
ア
リ
ジ
ェ
リ
ア
の
フ
ラ
ン
ス
人

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
可
能
性
を
並
行
し

て
考
え
る
こ
と
が
、「
植
民
地
文
学
」

を
グ
ロ
ー
バ
ル
視
野
か
ら
読
も
う
と
す

る
場
合
に
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
と
い

い
、
こ
れ
を
「
交
叉
的
な
読
書
」
と
呼

び
、
こ
う
し
た
研
究
の
重
要
性
を
説
い

て
い
る
。
い
く
つ
も
の
「
語
圏
」
が
せ

め
ぎ
あ
う
な
か
で
、
世
界
全
体
が
「
複

数
言
語
使
用
地
域
」
だ
と
言
っ
て
み
る

し
か
な
い
よ
う
な
現
実
が
着
々
と
進
行

し
て
い
る
の
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
で

あ
り
、「
世
界
文
学
」
と
は
「
複
数
言

語
使
用
地
域
と
し
て
の
惑
星
文
学
」
と

い
う
ふ
う
に
定
義
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
と
指
摘
し
た
。

　
以
上
、
不
十
分
な
が
ら
発
表
の
概
略

を
述
べ
た
が
、
そ
の
後
の
討
論
で
も
、

欧
米
と
日
本
の
越
境
的
、
文
学
的
な
関

わ
り
を
め
ぐ
っ
て
種
々
意
見
交
換
し
、

き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
な
っ
た
。

発
表
者
お
よ
び
関
係
者
の
皆
様
、
そ
し

て
参
加
者
の
皆
様
に
こ
の
場
を
借
り
て

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
当
日

残
念
な
が
ら
都
合
で
参
加
で
き
な
か
っ

た
本
科
研
メ
ン
バ
ー
は
、沼
野
充
義（
東

大
）、
今
福
龍
太
（
東
京
外
大
）、
管
啓

次
郎
（
明
大
）
の
諸
氏
で
あ
る
こ
と
を

付
記
す
る
。


