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は
じ
め
に
─
本
書
に
つ
い
て

─

佐
野
真
由
子

　

日
本
の
社
会
に
一
時
代
を
画
し
、
い
ま
も
多
く
の
人
が
共
有
す
る
経
験
と
思
い
出
を
も
た
ら
し
た
一
九
七
〇
年
大
阪
万
博
は
、
日

本
に
お
け
る
本
格
的
な
万
国
博
覧
会
研
究
の
契
機
と
も
な
っ
た
。
開
幕
に
先
立
つ
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
現
在
進
行
形
の
大
事
業
で

あ
っ
た
大
阪
万
博
そ
の
も
の
に
関
す
る
論
評
類
も
さ
か
ん
に
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
い
う
の
は
、
一
八
五
一
年
の

ロ
ン
ド
ン
博
を
初
回
と
し
て
連
綿
と
続
い
て
き
た
、
歴
史
上
の
万
国
博
覧
会
に
着
目
し
た
研
究
の
こ
と
で
あ
る
。
大
阪
万
博
は
、
世

界
の
物
産
を
広
大
な
会
場
に
集
め
一
望
の
も
と
に
展
示
し
た
万
国
博
な
る
も
の
が
イ
ギ
リ
ス
で
誕
生
し
、
一
八
五
三
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
博
、
一
八
五
五
年
パ
リ
博
と
引
き
継
が
れ
、
以
降
一
世
紀
以
上
に
わ
た
り
欧
米
諸
国
で
開
催
さ
れ
た
の
ち
に
、
初
め
て
こ
れ
を
、

ア
ジ
ア
な
い
し
非
西
洋
の
一
国
が
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
そ
の
歴
史
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
の
は
当
然
と
も
い
え
る
。

　

最
初
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
の
試
み
は
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
を
中
心
に
、
多
分
野
か
ら
集
合
し
た
研
究
者
グ
ル
ー
プ
に

よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
。「
学
際
的
」
と
い
う
形
容
に
ふ
さ
わ
し
い
そ
の
顔
ぶ
れ
は
、
万
博
と
い
う
巨
大
複
合
事
業
の
性
格
を
そ
の
ま

ま
語
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
学
際
的
共
同
研
究
を
可
能
に
す
る
京
大
人
文
研
と
い
う
先
駆
的
組
織
の
存
在
あ
っ
て
こ
そ
、

万
博
な
ど
と
い
う
膨
大
な
対
象
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
成
果
で
あ
る
𠮷
田
光
邦
編
『
図
説
万
国
博

覧
会
史　

一
八
五
一
─
一
九
四
二
』『
万
国
博
覧
会
の
研
究
』（
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
五
年
、
一
九
八
六
年
、
と
も
に
思
文
閣
出
版
）
は
、
万

博
の
研
究
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
い
ま
も
基
本
文
献
の
位
置
を
占
め
る
。
筆
者
自
身
、
学
部
学
生
時
代
に
初
め
て
、
万
博
と
い
う
限

り
な
い
魅
力
に
溢
れ
た
研
究
対
象
と
出
会
っ
た
と
き
も
、
時
を
経
て
自
分
が
ゼ
ミ
学
生
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
も
、
両
書
の
お



4

世
話
に
な
っ
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
次
世
代
版
と
し
て
の
、
二
一
世
紀
の
万
博
論
集
を
─
─
。
冒
頭
か
ら
思
い
切
っ
た
自
負
を
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な

ら
、
こ
れ
が
、
本
書
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
私
た
ち
が
め
ざ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
母
体
で
あ
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
（
日
文
研
）
の
共
同
研
究
会
「
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
─
─
ア
ジ
ア
を
中
心
に
」
は
、
右
の
京
大
グ
ル
ー
プ
で
最
も
若
い

メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
井
上
章
一
（
現
日
文
研
教
授
）、
橋
爪
紳
也
（
現
大
阪
府
立
大
学
特
別
教
授
）
両
氏
を
擁
し
、
そ
の
万
博
研
究
に
導

か
れ
て
き
た
世
代
の
筆
者
が
研
究
代
表
を
務
め
、
さ
ら
に
多
く
の
新
た
な
顔
ぶ
れ
を
迎
え
て
、
と
も
に
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の

成
果
と
し
て
の
本
書
を
、
三
〇
年
前
の
書
と
同
じ
思
文
閣
出
版
か
ら
刊
行
で
き
る
こ
と
は
、
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。

　

𠮷
田
光
邦
氏
ら
の
成
果
以
降
、
日
本
の
万
博
研
究
に
は
多
大
な
蓄
積
が
あ
る
。
た
と
え
ば
国
立
国
会
図
書
館
の
雑
誌
記
事
索
引
で
、

「
万
国
博
」「
万
博
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
検
索
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
数
の
論
文
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
注
目
を
集

め
た
単
著
も
少
な
く
な
い
。
大
阪
万
博
を
き
っ
か
け
に
こ
の
テ
ー
マ
が
「
発
見
」
さ
れ
て
以
降
、
万
博
は
、
そ
の
全
体
計
画
や
会
場

設
計
か
ら
、
個
々
の
展
示
物
、
ま
た
開
催
を
め
ぐ
る
政
治
や
外
交
の
問
題
等
々
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
を
持
っ
た
研
究
者
に
、
無

限
の
考
察
材
料
を
提
供
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

た
だ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
傾
向
の
一
つ
は
、
欧
米
諸
国
で
開
か
れ
る
万
国
博
覧
会
に
お
い
て
、
日
本
が
ど
の
よ
う
に
自
己

の
展
示
を
構
成
し
、
そ
れ
が
受
け
取
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
、
日
本
を
め
ぐ
る
文
化
表
象
の
問
題
が
関
心
の
中
心
に
な
っ
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
統
計
的
に
調
査
し
た
も
の
で
こ
そ
な
い
が
、
こ
こ
に
、
万
博
を
考
え
る
際
の
、
い
わ
ば
視
線
の
偏
重
が
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
結
果
と
し
て
、
日
本
の
万
博
研
究
は
、
西
洋
と
の
関
係
に
お
い
て
「
異
文
化
」
な
い
し
「
他
者
」
と
し
て
の

日
本
文
化
が
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
か
に
注
目
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
背
後
に
あ
る
西
洋
世
界
の
近
代
化
と
帝
国
主
義
的
拡
張
を
批
判
的

に
論
じ
る
と
い
う
方
向
が
か
な
り
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
日
本
が
そ
の
近
代
化
の
過
程
で
国
際
社
会
と
の
関
係
を
深
め
、
ま
た
そ
こ
で
の
自
己
の
位
置
を
確
立
す
る
う
え
で
、

万
国
博
覧
会
と
い
う
窓
が
い
か
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
、
現
に
明
治
政
府
の
重
鎮
ら
が
万
博
参
加
と
い
う
事
業
に
ど
れ
ほ
ど

重
大
な
意
識
を
払
い
、
諸
国
へ
好
印
象
を
与
え
る
べ
く
努
力
を
重
ね
た
か
を
考
え
れ
ば
、
歴
史
上
の
関
心
と
し
て
は
自
然
で
あ
っ
て
、

そ
れ
自
体
は
批
判
す
る
に
あ
た
ら
な
い
。
か
く
い
う
筆
者
自
身
も
、
学
部
学
生
時
代
に
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
万
博
に
興
味
を
持
ち
、

「
文
化
の
実
像
と
虚
像
─
─
万
国
博
覧
会
に
見
る
日
本
紹
介
の
歴
史
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
卒
業
論
文
を
書
き
、
初
め
て
活
字
に

な
っ
た
著
作
も
そ
の
改
訂
版
で
あ
っ
た
。
現
在
も
関
心
の
軸
は
変
化
し
て
い
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
が
み
ず
か
ら
こ
の
「
視
線
の
偏
重
」
に
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
自
身
の
研
究
と
と
く
に
関

係
の
深
い
一
八
六
二
年
の
第
二
回
ロ
ン
ド
ン
万
博
に
つ
い
て
、
日
本
に
か
か
わ
る
部
分
だ
け
で
な
く
、
そ
の
開
催
経
緯
の
全
体
を
調

査
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
同
博
は
、
後
掲
の
拙
論
で
も
少
し
触
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
駐
日
英
国
公
使
ラ
ザ
フ
ォ
ー

ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
助
力
に
よ
っ
て
幕
末
の
日
本
が
初
め
て
参
加
し
た
万
国
博
覧
会
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
日
本
文
化
の
表
象
と
い

う
テ
ー
マ
の
原
点
と
し
て
も
む
ろ
ん
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
万
博
の
全
容
を
知
り
た
い
と
い
う
純
粋
な
動
機
か

ら
、
二
〇
〇
七
年
前
後
の
時
期
、
渡
英
の
機
会
を
見
つ
け
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
万
博
関
係
史
料
の
公
式
寄
託
先
と
な
っ
て
い
る
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

─
一
八
五
一
年
第
一
回
ロ
ン
ド
ン
博
の
遺
産
で
あ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル

バ
ー
ト
博
物
館
（
当
初
の
名
称
は
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
）
の
一
部
局
と
な
っ
て
い
る

─
に
籠
も
っ
た
。
当
時
の
万
博
主
催

者
が
残
し
た
実
務
資
料
の
フ
ァ
イ
ル
を
端
か
ら
紐
解
く
う
ち
、
日
本
の
既
存
研
究
の
多
く
が
日
本
の
万
博
参
加
に
お
け
る
特
徴
で
あ

る
か
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
、「
異
文
化
」
と
し
て
の
日
本
文
化
の
取
り
扱
い
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
政
治
上
の
諸
問
題
が
、
他
の
非
西

洋
諸
国
の
歴
史
的
な
経
験
と
多
分
に
共
通
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
そ
の
一
例
で
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
い
っ
た
ん
気
づ
け
ば
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
、
筆
者
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
文
化

の
問
題
を
論
じ
る
以
前
に
、
日
本
が
万
博
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
自
体
、
日
本
側
か
ら
眺
め
て
い
れ
ば
む
ろ
ん
特
筆
す
べ
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き
大
事
件
だ
が
、
主
催
国
の
実
務
上
は
、
多
数
の
国
々
を
相
手
に
、
大
概
は
一
斉
に
片
づ
け
ら
れ
る
事
務
処
理
の
一
環
で
し
か
な
い
。

拍
子
抜
け
す
る
ほ
ど
淡
々
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
主
催
国
側
か
ら
の
視
点
、
そ
し
て
、
日
本
と
経
験
を
共
有
す
る
他
の
非
西
洋
諸
国
の
視
点
を
取
り
込
み
な
が
ら
考
察
し

な
け
れ
ば
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
位
置
を
把
握
し
損
ね
る
こ
と
に
な
る
─
─
「
日
本
文
化
の
表
象
」
と
い
う
問
題
に
強
い
関

心
を
持
ち
、
日
本
を
中
心
に
据
え
て
考
え
て
き
た
自
身
の
視
角
を
、
世
界
史
の
な
か
で
思
い
切
っ
て
相
対
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
思
い
は
、
筆
者
に
と
っ
て
万
博
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
も
っ
と
広
範
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
の
研
究
ス
タ
ン

ス
や
、
お
そ
ら
く
物
の
見
方
全
般
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。

　

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
自
身
の
研
究
対
象
と
し
て
日
本
の
事
例
を
掘
り
下
げ
る
の
を
や
め
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
逆
に
、
一

人
で
世
界
中
の
こ
と
を
調
べ
、
比
較
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
悩
む
う
ち
、

そ
の
よ
う
な
世
界
史
的
な
広
が
り
を
持
つ
万
博
研
究
を
個
人
で
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
互
い
に
比
較
可
能
な
視
点
を
持
つ
研

究
者
が
共
同
で
試
み
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ
た
。
中
国
や
韓
国
と
い
っ
た
近
隣
諸
国
で
の
研
究

状
況
に
つ
い
て
も
聞
い
て
み
る
と
、
万
博
研
究
自
体
の
蓄
積
は
日
本
ほ
ど
厚
く
は
な
い
も
の
の
、
自
国
の
文
化
の
扱
わ
れ
方
に
研
究

が
集
中
す
る
傾
向
は
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
連
携
し
て
の
研
究
の
必
要
性
に
賛
同
し
て
く
だ
さ
る
方
々
も
現
れ
は
じ
め
た
。
初

め
か
ら
世
界
大
の
構
想
で
着
手
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
ま
ず
は
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
比
較
を
中
心
に
、
従
来
の
枠
組
み
を
脱
し
た

万
国
博
覧
会
研
究
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
ろ
ち
ょ
う
ど
日
文
研
に
移
籍
し
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
ま
ず
は
ご
く
小
さ
な
試
み
か
ら
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
実
行
に
移
す
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
こ
こ
ま
で
の
研
究
会
の
展
開
を

左
に
記
し
て
お
き
た
い
。

①
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
八
日
～
一
一
日
（
於
・
上
海
）

研
究
会
「
万
国
博
覧
会
と
東
ア
ジ
ア
─
─
共
同
研
究
の
可
能
性
を
探
る
」（
日
文
研
の
稲
賀
繁
美
教
授
を
研
究
代
表
と
す
る
科
学
研
究
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費
補
助
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
基
盤
研
究
Ａ
「「
東
洋
」
的
価
値
観
の
許
容
臨
界
─
─
「
異
質
」
な
思
想
・
藝
術
造
形
の
国
際
的
受
容
と
拒
絶
」〔
二
〇

一
〇
～
二
〇
一
二
年
度
〕
の
分
科
会
と
し
て
）

②
二
〇
一
一
年
二
月
二
五
～
二
六
日
（
於
・
京
都
）

日
文
研
所
長
裁
量
経
費
に
よ
る
研
究
会
「
万
国
博
覧
会
と
東
ア
ジ
ア
─
─
共
同
研
究
の
可
能
性
を
探
る
（
第
二
回
）」

③
二
〇
一
一
年
九
月
三
〇
日
～
一
〇
月
一
日
（
於
・
京
都
）

日
文
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
万
国
博
覧
会
と
ア
ジ
ア
─
─
上
海
か
ら
上
海
へ
、
そ
し
て
そ
の
先
へ
」

④
二
〇
一
二
年
四
月
～
二
〇
一
三
年
三
月
（
研
究
会
計
三
回
、
於
・
京
都
）

日
文
研
共
同
研
究
会
「
万
国
博
覧
会
と
ア
ジ
ア
」

⑤
二
〇
一
三
年
四
月
～
二
〇
一
六
年
三
月
（
研
究
会
計
一
五
回
、
於
・
京
都
、
大
阪
、
愛
知
、
沖
縄
）

日
文
研
共
同
研
究
会
「
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
─
─
ア
ジ
ア
を
中
心
に
」

※
こ
の
う
ち
二
〇
一
四
年
一
〇
月
の
研
究
会
は
、
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
基
金
の
助
成
を
受
け
、
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
万
国
博

覧
会
の
歴
史
と
未
来
」
と
し
て
海
外
ゲ
ス
ト
を
交
え
て
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
本
書
執
筆
陣
の
う
ち
、
ユ
ク
・
ヨ
ン
ス
、
ジ
ラ
ル

デ
ッ
リ
青
木
美
由
紀
、
曹
建
南
の
三
氏
は
そ
の
際
の
ゲ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
同
基
金
を
運
営
さ
れ
る
公
益
財
団
法

人　

関
西
・
大
阪
21
世
紀
協
会
に
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
後
、
こ
の
よ
う
な
形
で
研

究
会
に
か
か
わ
り
続
け
て
く
だ
さ
っ
た
三
氏
に
感
謝
し
た
い
。

　

①
②
は
本
当
に
小
さ
な
集
ま
り
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
か
ら
本
書
刊
行
に
い
た
る
ま
で
一
緒
に
活
動
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
徐
蘇

斌
氏
（
天
津
大
学
）、
青
木
信
夫
氏
（
同
）、
鵜
飼
敦
子
氏
（
東
京
大
学
）
に
は
、
い
く
ら
感
謝
し
て
も
足
り
な
い
。
ま
た
、
①
の
上
海

行
き
を
通
じ
て
、
い
ま
で
は
研
究
会
を
牽
引
す
る
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
岩
田
泰
氏
（
当
時
、
経
済
産
業
省
博
覧
会
推

進
室
長
）、
江
原
規
由
氏
（
当
時
、
上
海
万
博
日
本
政
府
館
長
）
に
出
会
っ
た
の
だ
っ
た
。
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二
〇
一
〇
年
に
上
海
で
万
国
博
覧
会
が
開
か
れ
た
こ
と
が
、
私
た
ち
の
研
究
の
直
接
の
導
火
線
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
タ
イ
ミ
ン
グ
も
幸
運
で
あ
っ
た
が
、
私
た
ち
は
こ
の
万
博
に
、
一
九
世
紀
西
洋
の
産
物
を
非
西
洋
が
追
い
求
め
て
き
た
と
い
う

文
脈
で
の
、
い
わ
ば
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
の
完
成
と
し
て
の
万
博
開
催
と
は
異
な
る
も
の
を
見
た
。
上
海
万
博
関
係
者
は
そ
の
準
備
段

階
で
、
ア
ジ
ア
で
初
め
て
開
催
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
大
阪
万
博
を
先
行
事
例
と
し
て
丁
寧
に
参
照
し
た
と
聞
く
が
、
二
〇
一
〇
年
の

会
場
で
堂
々
と
描
き
出
さ
れ
た
の
は
、
新
た
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ワ
ー
と
し
て
の
開
催
国
中
国
の
利
益
と
欲
望
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

に
対
し
て
参
加
諸
国
も
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
呼
応
し
、
中
国
と
自
国
の
関
係
を
展
示
に
表
現
し
て
い
た
。
上
海
万
博
は
、
一
九
世
紀

の
西
洋
が
つ
く
り
出
し
た
制
度
を
ア
ジ
ア
が
消
化
し
、
追
随
も
反
動
も
超
え
て
、
二
一
世
紀
の
世
界
に
お
け
る
文
明
の
新
し
い
バ
ラ

ン
ス
の
可
能
性
を
提
示
す
る
場
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
上
海
の
会
場
で
得
た
強
烈
な
印
象
は
、
初
期
の
メ
ン
バ
ー
と
の
議
論
を

通
じ
、
今
日
あ
ら
た
め
て
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
万
博
研
究
に
取
り
組
む
意
義
に
つ
い
て
の
確
信
に
つ
な
が
っ
た
。

　

同
時
に
本
研
究
会
は
、
万
博
の
過
去
と
現
在
を
合
わ
せ
て
研
究
の
俎
上
に
載
せ
る
と
い
う
明
確
な
方
針
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
第
二
次
大
戦
後
、
ま
た
は
一
九
七
〇
年
大
阪
万
博
以
降
、
万
国
博
覧
会
の
時
代
は
終
わ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
き
た
。
た
し

か
に
、
万
博
以
外
に
も
巨
大
な
国
際
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
が
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
く
な
り
、
国
境
を
越
え
た
人
の
移
動
も
日
常
的

に
な
っ
た
時
代
の
そ
れ
は
、
一
八
五
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
始
ま
っ
て
か
ら
主
に
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
欧
米
列
強
と
そ
れ
を
追

い
か
け
る
国
々
が
産
業
の
進
歩
を
競
い
、
世
界
を
支
配
す
る
力
を
誇
示
し
合
っ
た
万
国
博
覧
会
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
ゆ
え
に
従

来
、
万
国
博
の
研
究
は
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
京
大
人
文
研
の
研
究
す
ら
が
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
で
そ
の
時
期
的
範
囲
を
区
切
っ

て
い
る
よ
う
に
、
役
割
を
終
え
た
と
い
う
一
九
世
紀
型
の
万
博
を
主
に
歴
史
家
が
扱
う
ケ
ー
ス
と
、
現
代
の
万
博
を
イ
ベ
ン
ト
分
析

の
一
環
と
し
て
と
り
あ
げ
る
ケ
ー
ス
と
に
分
断
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
上
海
万
博
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
私
た
ち
は
、
そ
れ
ら

を
同
一
線
上
の
展
開
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
今
日
ま
で
の
万
博
史
を
つ
ね
に
往
還
し
な
が

ら
議
論
し
て
き
た
。
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は じ め に
　

こ
う
し
た
方
向
性
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
段
階
で
開
催
し
た
の
が
③
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
る
。
準
備
段
階
で
は
単
発

の
企
画
だ
っ
た
が
、
今
日
の
共
同
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
こ
の
と
き
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
ぜ
ひ
継
続
的
に

や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
皆
さ
ん
の
声
に
支
え
ら
れ
て
、
④
⑤
と
展
開
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
間
に
も
、
お
一
人
お
一
人
の

お
名
前
は
挙
げ
き
れ
な
い
が
、
す
ば
ら
し
い
仲
間
が
さ
ら
に
何
人
も
加
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

メ
ン
バ
ー
の
専
門
分
野
は
、
外
交
史
、
法
制
史
、
美
術
史
、
工
芸
史
、
建
築
史
、
思
想
史
、
文
化
人
類
学
、
地
理
学
等
々
、
文
字

ど
お
り
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
れ
は
、
万
国
博
覧
会
と
い
う
研
究
対
象
が
自
ず
と
招
来
す
る
多
様
性
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
本
研
究
会

に
は
さ
ら
に
、
右
の
岩
田
、
江
原
両
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
常
は
研
究
を
本
業
と
す
る
の
で
は
な
い
、
万
国
博
覧
会
の
企
画
・
実

施
と
い
っ
た
現
場
の
仕
事
に
携
わ
る
方
々
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
現
場
の
プ
ロ
と
研
究
者
と
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
せ
ず
、

同
じ
土
俵
で
議
論
し
、
手
を
組
ん
で
同
じ
目
標
に
向
か
う
よ
う
な
環
境
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
考
え
─
─
夢
─
─
は
、
万
博

研
究
に
限
ら
ず
筆
者
が
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
抱
い
て
い
る
も
の
だ
が
、
万
博
と
い
う
実
践
的
素
材
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
会
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
顔
合
わ
せ
で
構
成
す
る
の
は
当
然
と
思
わ
れ
た
。
と
り
わ
け
③
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な

同
じ
土
俵
で
の
議
論
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
た
。

　

本
書
は
直
接
に
は
⑤
の
研
究
成
果
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
①
か
ら
の
全
過
程
を
経
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
（
各
研

究
会
の
記
録
は
巻
末
に
掲
載
）。

　

と
こ
ろ
で
、
本
研
究
会
な
い
し
本
書
の
目
的
は
、「
万
国
博
覧
会
研
究
」
な
る
も
の
を
領
域
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に

は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。

　

お
よ
そ
人
文
社
会
科
学
系
の
研
究
、
な
か
で
も
近
代
以
降
の
歴
史
に
関
心
を
持
つ
人
で
あ
れ
ば
、
自
身
の
読
書
の
な
か
で
万
国
博

覧
会
と
い
う
も
の
が
必
ず
ど
こ
か
に
登
場
し
た
は
ず
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
万
国
博
は
、
他
に
類
似
の



10

大
イ
ベ
ン
ト
が
存
在
し
な
か
っ
た
一
九
世
紀
は
も
ち
ろ
ん
、
第
二
次
大
戦
後
も
な
お
、
人
間
生
活
を
一
歩
前
へ
と
推
し
進
め
る
さ
ま

ざ
ま
な
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が
公
表
さ
れ
る
場
で
あ
り
続
け
た
。
ま
た
世
界
最
大
の
公
式
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
そ
れ
が
開
催
さ
れ
た

と
い
う
事
実
や
、
そ
の
場
を
訪
れ
た
と
い
う
経
験
は
、
と
く
に
開
催
国
の
人
び
と
の
間
に
共
通
の
記
憶
を
つ
く
り
出
し
、
ひ
い
て
は

社
会
の
な
か
に
、
濃
厚
に
色
づ
け
さ
れ
た
世
代
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
て
き
た
─
─
日
本
に
お
い
て
一
九
七
〇
年
大
阪
万
博
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
万
国
博
が
世
界
の
歴
史
記
述
の
各
所
に
顔
を
出
す
の
は
、
実
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
万
国
博
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
世
の
重
大
事
と
は
関
係
の
な
い
遊
興
的
な
催
し
と
し
て
、
あ
え
て
関
心
を
持

つ
こ
と
も
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
一
般
的
な
歴
史
書
で
触
れ
ら
れ
る
万
国
博
覧
会
は
、

大
概
そ
の
程
度
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
い
っ
た
ん
万
国
博
な
る
も
の
に
着
眼
す
る
と
、
こ
れ
が
歴
史
上
、
人
間
生
活
に
ど
れ
ほ

ど
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
か
、
社
会
の
動
き
が
世
界
各
国
に
お
け
る
た
び
た
び
の
万
博
開
催
と
い
か
に
密
接
に
連
動
し
て
い

る
か
を
知
り
、
も
は
や
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
右
の
④
の
共
同
研
究
会
を
開
始
す
る
直
前
、
一
八
六
二
年
ロ
ン
ド
ン
万
博
の
一
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムInternationality on D

isplay: R
evisiting the 

1862 International E
xhibition

に
参
加
し
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
欧
米
の
研
究
者
ら
と
交
流
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
、

筆
者
が
本
研
究
会
を
続
け
て
く
る
う
え
で
と
く
に
示
唆
的
な
経
験
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
万
博
を
研
究
す
る
こ
と
の
、
万
博
そ
れ

自
体
の
解
析
に
と
ど
ま
ら
な
い
大
き
な
意
義
が
十
分
に
認
知
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
説
明
抜
き
で
共
有
で
き
る
環
境
に
触
れ
、

背
中
を
押
さ
れ
る
思
い
が
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
歴
史
上
早
く
か
ら
万
国
博
覧
会
を
開
催
し
て
き
た
人
び
と
な
ら
で
は
の
捉
え
方
で
は
あ
ろ
う
。“Internationality”

を

標
榜
し
な
が
ら
、
筆
者
以
外
に
は
非
西
洋
諸
国
の
参
加
事
例
を
提
供
す
る
発
表
者
が
招
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
構

成
に
、
彼
我
の
視
点
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
味
わ
い
も
し
た
。
ま
ず
は
ア
ジ
ア
諸
国
を
中
心
に
比
較
・
連
携
研
究
を
進
め
、
こ
う
し
た
場
で
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の
非
西
洋
諸
国
か
ら
の
発
信
力
を
も
っ
と
鍛
え
な
け
れ
ば
と
の
思
い
を
強
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
む
ろ
ん
欧
米
の
万
博
研
究

に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
日
本
な
ど
の
「
異
文
化
」
を
専
攻
す
る
研
究
者
に
は
、
先
述
の
日
本
で
の
研
究
傾
向
と
よ
く
似
た
特
徴
も

見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
は
そ
う
し
た
異
文
化
展
示
の
問
題
よ
り
も
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
く
表
れ
て
い
た
よ
う
に
、

万
博
を
人
間
社
会
全
体
を
変
化
さ
せ
て
き
た
エ
ン
ジ
ン
と
位
置
づ
け
て
考
察
す
る
視
点
が
勝
っ
て
お
り
、
万
博
と
い
う
素
材
は
、
よ

り
広
範
な
人
び
と
が
関
心
を
持
ち
、
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

本
研
究
会
は
け
っ
し
て
「
欧
米
風
」
を
志
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
万
博
を
捉
え
る
視
野
の
広
さ
は
右
の
状
況
と
重
な
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
い
ず
れ
も
、「
万
博
研
究
家
」
を
標
榜
し
、
そ
れ
に
打
ち
込
む
者
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
万
博
と

出
会
い
、
人
間
や
そ
の
社
会
、
世
界
へ
の
理
解
を
深
め
る
う
え
で
、
万
博
と
い
う
糸
口
の
重
要
性
に
注
目
す
る
に
い
た
っ
た
人
た
ち

で
あ
る
と
述
べ
て
、
大
切
な
仲
間
の
不
興
を
買
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
万
博
と
い
う
相
当
に
具
体
的
な
テ
ー
マ
を

核
に
持
ち
な
が
ら
、
研
究
会
で
の
議
論
は
い
つ
も
限
り
な
い
広
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
り
え
た
。
私
た
ち
が
本
書
を
通
じ
て
伝
え
た

い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
万
博
の
見
方
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
近
代
以
降
の
人
間
社
会
に
関
す
る
限
り
、
い
か
な
る
領
域
の
研
究
に

従
事
し
よ
う
と
も
、
万
博
と
い
う
も
の
は
着
目
す
る
に
足
る
、
ま
た
は
、
け
っ
し
て
目
を
そ
ら
し
て
通
り
過
ぎ
る
こ
と
の
で
き
な
い

対
象
で
あ
る
こ
と
を
、
ぜ
ひ
、
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
「
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
」
は
、
そ
れ
を

表
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
の
本
論
に
並
ぶ
の
は
、
こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
お
互
い
に
刺
激
し
合
っ
た
数
年
間
の
過
程
か
ら
、
メ
ン
バ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ

導
き
出
し
、
深
め
て
き
た
視
角
で
あ
る
。
研
究
会
が
内
包
す
る
よ
う
に
な
っ
た
広
範
な
可
能
性
に
鑑
み
て
、
会
の
名
称
に
付
し
て
い

た
「
ア
ジ
ア
」
の
語
は
書
名
か
ら
外
し
た
が
、
当
初
か
ら
の
問
題
意
識
を
反
映
し
、
全
論
文
の
約
三
分
の
一
が
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
の

事
例
を
扱
っ
て
い
る
。
部
立
て
は
、
万
博
事
典
な
ど
に
見
ら
れ
る
年
代
順
や
国
・
地
域
別
の
配
列
を
避
け
、
人
間
生
活
に
身
近
な
と
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こ
ろ
で
万
博
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
こ
と
を
考
え
て
構
成
し
た
。
た
だ
し
各
部
の
な
か
は
、
扱
っ
て
い

る
内
容
に
応
じ
て
ほ
ぼ
年
代
順
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
Ⅰ
部
「
博
覧
会
の
人
」
に
収
載
し
た
の
は
、
特
定
の
個
人
（
ま
た
は
そ
の
集
団
）
に
着
目
し
て
万
博
と
の
影
響
関
係
を
考
察
し
た

論
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
研
究
会
で
の
発
表
と
意
見
交
換
の
積
み
重
ね
の
な
か
か
ら
、
徐
々
に
共
通
の
着
眼
点
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
が
提
示
す
る
特
徴
的
な
視
角
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
万
博
が
国
と
国
と
の
関
係

で
動
く
抽
象
的
な
事
象
で
は
な
く
、
あ
る
時
代
を
生
き
た
人
間
た
ち
の
物
語
そ
の
も
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
生
身
の
人
生
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
で
あ
ろ
う
。

　

冒
頭
の
拙
論
で
と
り
あ
げ
た
の
は
、
初
代
駐
日
英
国
公
使
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
で
あ
る
。
前
記
の
と
お
り
日
本
を
一

八
六
二
年
ロ
ン
ド
ン
博
に
導
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
が
、
一
八
五
一
年
の
第
一
回
ロ
ン
ド
ン
博
を
は
じ
め
他
に
い

く
つ
も
の
万
博
に
か
か
わ
っ
た
経
緯
を
た
ど
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
を
つ
な
い
だ
そ
の
人
生
と
、
万
国
博
覧
会
と
い
う
も
の
の

展
開
と
を
併
せ
考
察
し
た
。
芳
賀
徹
氏
は
、
そ
の
後
、
明
治
維
新
を
経
た
日
本
に
と
っ
て
、
実
質
的
に
近
代
化
の
緒
を
な
し
た
岩
倉

使
節
団
が
米
欧
回
覧
か
ら
体
得
し
た
文
明
理
解
を
、
一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
博
視
察
と
い
う
場
面
に
絞
り
込
み
、
団
員
ら
の
い
き

い
き
と
し
た
観
察
眼
を
追
っ
て
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
続
く
時
期
を
扱
っ
た
寺
本
敬
子
氏
の
論
考
は
、
日
本
の
輸
出
産
業
の
発
展
、

ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
隆
盛
へ
と
つ
な
が
る
国
際
文
化
史
上
の
展
開
に
重
要
な
画
期
を
な
し
た
、
一
八

七
八
年
パ
リ
博
へ
の
参
加
に
あ
た
り
、
現
場
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
働
き
を
見
せ
た
前
田
正
名
と
い
う
一
人
の
官
僚
の
存
在
に
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
。
一
方
、
ユ
ク
・
ヨ
ン
ス
氏
の
論
考
は
、
朝
鮮
王
国
の
一
八
九
三
年
シ
カ
ゴ
博
参
加
を
担
っ
た
鄭
敬
源
と

い
う
官
僚
に
着
目
し
、
こ
の
仕
事
を
通
じ
て
西
洋
文
明
に
接
し
た
彼
の
動
向
を
追
跡
し
た
も
の
で
あ
る
。
ユ
ク
氏
が
「
朝
鮮
の
福
沢

諭
吉
」
と
い
う
こ
の
人
物
に
つ
い
て
、
広
範
な
韓
国
語
の
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
事
績
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
貴
重
で
あ
り
、
日
本
の

読
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
比
較
研
究
の
醍
醐
味
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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は じ め に
　

以
上
の
論
文
が
公
的
な
立
場
に
立
つ
人
び
と
を
扱
っ
た
の
に
対
し
て
、
武
藤
夕
佳
里
、
青
木
信
夫
、
林
洋
子
の
三
氏
が
手
が
け
ら

れ
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
万
国
博
覧
会
へ
の
参
加
経
験
を
積
み
重
ね
な
が
ら
自
身
の
作

風
を
確
立
し
、
人
生
の
方
向
を
も
定
め
て
い
っ
た
七
宝
作
家
・
並
河
靖
之
、
留
学
生
と
し
て
一
九
二
五
年
パ
リ
博
を
見
た
の
ち
、
帰

国
後
の
中
国
で
一
九
二
九
年
に
開
催
さ
れ
た
西
湖
博
覧
会
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
、
中
国
建
築
史
に
一
時
代
を
築
く
こ

と
に
な
っ
た
建
築
家
・
劉
既
漂
、
そ
し
て
日
仏
を
つ
な
い
だ
画
家
・
藤
田
嗣
治
─
─
こ
の
高
名
な
人
物
の
万
博
と
の
か
か
わ
り
は
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
─
─
と
、
三
様
の
芸
術
家
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
万
博
と
の
関
係
の
あ
り
方
は
、
公

的
立
場
の
人
び
と
に
比
べ
て
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
て
万
博
と
の
出
会
い
と
み
ず
か
ら
の
歩
み
が
深
く
絡
み

合
っ
た
人
び
と
の
事
例
は
、
こ
れ
以
外
に
も
存
在
す
る
は
ず
の
多
く
の
人
生
─
─
む
ろ
ん
芸
術
家
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
職
業

の
人
を
含
め
て
─
─
へ
と
視
野
を
広
げ
て
く
れ
る
。

　

続
く
第
Ⅱ
部
「
博
覧
会
の
場
所
」
も
ま
た
、
研
究
会
で
議
論
を
重
ね
る
な
か
か
ら
結
ば
れ
た
焦
点
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ

ル
ト
氏
は
、
朝
鮮
王
宮
の
地
が
一
九
一
〇
年
以
降
の
日
本
統
治
下
で
博
覧
会
場
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
伝
統
的
な
風
水
の
価
値
が
失
わ

れ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
新
た
な
政
治
的
意
味
合
い
が
付
与
さ
れ
て
い
く
様
を
空
間
デ
ザ
イ
ン
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。
増
山
一

成
氏
が
と
り
あ
げ
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
に
予
定
さ
れ
、
現
実
に
は
開
催
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
日
本
万
国
博
覧
会
─
─
そ
の
会

場
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
東
京
の
隅
田
川
近
傍
─
─
で
あ
る
。
読
者
は
こ
こ
か
ら
、「
実
現
し
な
か
っ
た
万
博
」
も
ま
た
「
人
間
の

歴
史
」
を
明
確
に
動
か
し
て
き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
組
み
合
わ
せ
を
変
え
、
藤
田
嗣
治
を
扱
っ
た
第
一
部
の
林
論
文
と
併

せ
読
ま
れ
る
な
ら
、
実
現
し
な
か
っ
た
ゆ
え
に
現
実
の
歴
史
の
画
期
と
し
て
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
九
四
〇
年
博
が
、
そ
の

準
備
が
継
続
し
て
い
た
間
に
日
本
の
文
化
史
に
与
え
た
大
き
な
影
響
を
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

中
牧
弘
允
氏
は
、
日
本
で
つ
い
に
実
現
し
た
一
九
七
〇
年
大
阪
万
博
の
会
場
が
持
っ
て
い
た
特
異
な
構
造
を
、
同
博
の
隣
接
地
に
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同
時
代
に
建
設
さ
れ
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
構
造
と
重
ね
合
わ
せ
て
分
析
さ
れ
た
。
他
方
、
神

田
孝
治
氏
が
着
目
し
た
の
は
紀
伊
半
島
、
熊
野
の
地
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
全
般
に
わ
た
る
長
い
ス
パ
ン
で
、
今
日
で
は
古
道
で
有
名

な
熊
野
が
観
光
地
と
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
変
遷
を
追
跡
し
、
そ
こ
に
同
地
で
の
博
覧
会
開
催
が
絡
む
様

子
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

第
Ⅲ
部
に
は
、
社
会
の
諸
側
面
の
発
展
・
変
貌
を
、
博
覧
会
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
か
ら
考
察
し
た
論
文
を
収
め
た
。「
博
覧
会

と
仕
事
・
社
会
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
と
く
に
、
博
覧
会
の
実
施
に
か
か
わ
る
職
業
を
と
り
あ
げ
た
も
の
が
多
い
と
い
う
実
態
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
の
よ
う
に
特
定
の
個
人
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
「
人
間
」
に
着
目
す
る
こ
と
を
重
視

し
て
き
た
当
研
究
会
の
特
徴
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
博
覧
会
の
制
作
現
場
を
熟
知
す
る
メ
ン

バ
ー
諸
氏
が
、
み
ず
か
ら
の
知
見
を
惜
し
み
な
く
披
露
し
て
く
だ
さ
っ
た
論
考
も
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
を
収
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
本
書
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

石
川
敦
子
氏
は
、
明
治
以
降
の
日
本
で
急
速
に
発
達
し
た
展
示
専
門
業
者
─
─
「
ラ
ン
カ
イ
屋
」
─
─
に
つ
い
て
、
業
界
の
雄
で

あ
る
乃
村
工
藝
社
で
豊
富
な
資
料
の
整
理
に
あ
た
っ
て
こ
ら
れ
た
長
年
の
経
験
を
生
か
し
、
余
人
が
試
み
た
こ
と
の
な
い
整
理
と
考

察
を
手
が
け
ら
れ
た
。
日
本
の
博
覧
会
史
の
特
徴
あ
る
一
側
面
を
初
め
て
詳
細
に
照
ら
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
井
上
章
一
氏
が
と

り
あ
げ
た
「
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
」
も
ま
た
、
博
覧
会
と
と
も
に
発
生
し
、
推
移
し
て
き
た
職
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
世
上
、
大
阪
万
博

の
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
一
世
紀
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
ル
ー
ツ
が
語
ら
れ
る
。
同
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
た

多
様
な
言
説
に
基
づ
く
論
考
は
、
女
性
の
社
会
的
地
位
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
裾
野
を
接
し
て
い
る
。
続
く
瀧
井
一
博
氏
の
論
文
は
、

一
転
し
て
初
代
帝
国
大
学
総
長
渡
辺
洪
基
の
発
想
と
事
績
を
紹
介
し
、
博
覧
会
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
明
治
の
世
相
と
重
ね
合
わ
せ
る
。

　

鵜
飼
敦
子
氏
は
、
も
と
よ
り
日
本
の
万
国
博
覧
会
研
究
と
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
専
門
と
す
る
立
場
か
ら
、
一

九
世
紀
の
万
博
に
日
本
か
ら
出
品
さ
れ
た
金き

ん

唐か
ら

紙か
み

と
い
う
具
体
的
な
品
物
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研
究
の
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は じ め に

持
っ
て
き
た
視
角
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
現
象
を
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
影
響
関
係
の
な
か
に
相
対

化
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
歩
が
こ
こ
に
踏
み
出
さ
れ
た
と
見
た
い
。
橋
爪
紳
也
氏
は
都
市
の
電
化
と
い
う
問
題
を
通
史
的
に
と
り

あ
げ
、
博
覧
会
史
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
技
術
的
な
面
も
、
人
の
心
に
か
か
わ
る
面
も
含
め
て
、
博
覧
会
に
よ
っ
て
社
会
の
変
化
が

推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
、
そ
の
最
も
典
型
的
な
一
側
面
が
鮮
や
か
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

澤
田
裕
二
氏
は
、
ご
自
身
が
催
事
の
取
り
ま
と
め
に
あ
た
ら
れ
た
二
〇
〇
五
年
愛
知
万
博
を
主
な
素
材
と
し
な
が
ら
、
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
の
目
か
ら
見
た
博
覧
会
の
企
画
・
制
作
の
仕
事
に
つ
い
て
丁
寧
に
整
理
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
一
方
、
岩
田
泰
氏
は
、
同

じ
く
博
覧
会
づ
く
り
の
仕
事
を
、
み
ず
か
ら
が
政
府
内
で
統
括
に
あ
た
っ
た
二
〇
一
〇
年
上
海
万
博
、
二
〇
一
二
年
麗ヨ

水ス

万
博
へ
の

日
本
の
参
加
実
務
の
経
過
を
た
ど
る
こ
と
で
、
行
政
の
立
場
か
ら
、
し
か
し
一
執
筆
者
と
し
て
率
直
に
解
き
明
か
さ
れ
た
。
異
な
る

視
点
か
ら
書
か
れ
た
両
論
文
は
、
行
政
と
、
い
わ
ゆ
る
「
業
界
」
と
の
連
携
が
鍵
を
握
る
、
独
特
と
も
い
わ
れ
る
日
本
の
博
覧
会
づ

く
り
の
現
場
の
構
造
を
十
全
に
語
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
第
Ⅳ
部
「
博
覧
会
の
形
成
と
展
開
」
を
置
い
た
。
こ
こ
に
収
め
た
の
は
、
万
国
博
覧
会
と
い
う
事
業
そ
れ
自
体
や
、
万

博
を
め
ぐ
る
価
値
観
の
推
移
に
か
か
わ
る
論
文
で
あ
る
。
市
川
文
彦
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
のexpositionuniverselle

と
い
う
万

博
の
呼
称
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
、
一
九
世
紀
に
た
び
た
び
開
催
さ
れ
、
初
期
の
万
博
史
を
主
導
し
た
パ
リ
博
の
性
格
を
、
万
国
博

な
ら
ぬ
「
万
物
」
博
と
し
て
分
析
さ
れ
た
。
ジ
ラ
ル
デ
ッ
リ
青
木
美
由
紀
氏
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
オ
ス

マ
ン
帝
国
の
万
国
博
覧
会
と
の
か
か
わ
り
を
、
大
量
の
史
料
調
査
と
現
地
で
の
研
究
生
活
の
成
果
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。
先
述
の
と
お

り
本
研
究
会
で
は
当
面
、
主
に
ア
ジ
ア
、
と
く
に
東
ア
ジ
ア
域
内
の
比
較
を
重
視
し
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
問
題
の
多

く
が
、
ア
ジ
ア
以
外
の
非
西
洋
と
も
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
む
ろ
ん
異
な
る
点
も
含
め
て
、
ア
ジ
ア
の
外
へ
広
が
る
世
界
大
の

比
較
が
い
よ
い
よ
有
用
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
明
確
な
問
題
意
識
と
し
て
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
青
木
氏
の
研
究
は
そ
の
大
き
な
展
開

へ
の
橋
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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徐
蘇
斌
氏
は
、
万
博
へ
の
参
加
を
通
じ
た
近
代
中
国
の
歩
み
を
、
中
国
国
内
で
の
博
物
館
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
ま
で
を
含
め
、
先
行

研
究
と
独
自
の
史
料
分
析
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
現
時
点
で
は
論
文
の
形
な
が
ら
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
お
け
る
基
本
文
献

と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
ケ
ー
ス
と
の
比
較
は
も
ち
ろ
ん
、
右
の
ジ
ラ
ル
デ
ッ
リ
青
木
論
文
と
の
比
較

も
興
味
深
い
。
対
し
て
武
藤
秀
太
郎
氏
は
、
中
国
が
国
内
で
博
覧
会
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
側
面
に
目
を
向
け
、
初
の

本
格
的
な
博
覧
会
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
九
一
〇
年
南
洋
勧
業
会
に
主
な
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
経
緯
を
日
中
関
係
の
推
移
を
背
景

に
分
析
さ
れ
た
。

　

川
口
幸
也
氏
は
、
万
国
博
覧
会
と
し
て
は
ア
ジ
ア
で
初
め
て
実
現
し
た
一
九
七
〇
年
大
阪
博
に
お
い
て
、
と
く
に
世
界
各
地
の
美

術
の
取
り
扱
い
に
表
れ
た
政
治
性
を
論
じ
ら
れ
た
。
万
博
の
持
つ
、
産
業
・
技
術
の
祭
典
と
し
て
の
性
格
、
ま
た
一
方
で
、
歴
史
的

な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
観
点
に
隠
れ
、
か
え
っ
て
見
落
と
さ
れ
て
き
た
、
今
日
の
多
く
の
現
代
美
術
展
に
つ
な
が
る
展
示
倫
理
の

問
題
が
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
江
原
規
由
氏
は
、
ご
自
身
が
二
〇
一
〇
年
上
海
万
博
に
お
い
て
日
本
政
府
館
長
を
務
め
ら
れ
た

立
場
を
振
り
返
り
、
万
博
実
現
ま
で
の
道
の
り
を
支
え
た
中
国
の
歴
史
上
の
人
物
ら
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
貴
重
な
経
験
を
開
示
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
最
終
章
と
な
る
曹
建
南
氏
の
論
考
は
、
唐
代
か
ら
二
一
世
紀
の
中
国
に
い
た
る
時
間
の
流
れ
を
視
野
に
入
れ
、
中

国
に
お
け
る
「
博
覧
会
」
な
る
も
の
の
形
成
と
展
開
を
追
跡
さ
れ
た
壮
大
な
ま
と
め
で
あ
る
。

　

さ
て
、
右
の
曹
論
文
で
は
、
現
代
に
お
け
る
「
博
覧
会
」
と
い
う
語
の
多
様
な
使
わ
れ
方
、
他
方
で
類
似
の
事
業
を
指
す
他
の
さ

ま
ざ
ま
な
用
語
の
存
在
も
、
一
つ
の
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
に
目
を
向
け
る
と
、
も
と
も
と
西
洋
語
を
訳
し
た
万
国
博

覧
会
、
同
種
の
事
業
を
国
内
規
模
で
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
際
の
内
国
勧
業
博
覧
会
に
始
ま
り
、
今
日
、
各
地
の
自
治
体
主
導
で

開
か
れ
る
地
方
博
覧
会
や
デ
パ
ー
ト
そ
の
他
の
催
事
と
し
て
の
博
覧
会
に
い
た
る
ま
で
、「
博
覧
会
」
の
語
が
乱
れ
飛
ぶ
あ
り
さ
ま

は
、
研
究
会
で
も
当
初
か
ら
メ
ン
バ
ー
の
関
心
が
集
中
し
た
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
日
本
で
の
事
情
に
関
し
て
は
本
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は じ め に

書
で
独
立
し
た
論
考
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
中
国
で
の
展
開
を
と
り
あ
げ
て
く
だ
さ
っ
た
曹
氏
に
感
謝
し
た
い
。
同
じ
漢

字
文
化
圏
に
お
い
て
、
こ
れ
も
比
較
の
興
味
の
尽
き
な
い
論
点
で
あ
る
。

　
「
博
覧
会
」
の
語
は
い
か
に
も
乱
用
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
が
、
こ
の
状
況
を
批
判
し
た
り
、「
本
当
の
」
博
覧
会
は
ど
こ
ま
で
で

あ
る
か
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。
今
日
、
一
般
の
催
事
で
「
博
覧
会
」
と

い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
乱
用
を
招
く
ほ
ど
に
好
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
一
九
世
紀
、
日
本
で
「
万
国
博
覧
会
」
の
語
が
定
着
し
、
こ
の

現
状
に
い
た
る
ま
で
が
、
ま
さ
に
追
う
べ
き
歴
史
の
一
側
面
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
開
催
さ
れ
る
万
国
博
覧
会

に
関
し
て
は
、
そ
の
発
祥
か
ら
八
〇
年
近
く
経
過
し
た
一
九
二
八
年
に
国
際
博
覧
会
条
約
が
採
択
さ
れ
て
一
定
の
制
度
化
を
見
、
以

降
、
改
正
を
経
な
が
ら
も
、
同
条
約
の
も
と
、
そ
の
事
務
局
で
あ
る
博
覧
会
国
際
事
務
局
（
Ｂ
Ｉ
Ｅ
）
に
登
録
・
認
定
さ
れ
た
も
の

が
公
式
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
ル
ー
ル
が
あ
る
。
そ
の
範
囲
の
万
博
（
正
式
に
は
「
国
際
博
覧
会
」）
に
限
定
し
て
研
究
対
象

と
す
る
選
択
肢
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
研
究
会
で
は
そ
う
し
た
考
え
方
は
と
ら
な
か
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
は
、「
博
覧
会
」
と
い
う
語
の
用
い
方
は
そ
の
現
実
の
状
況
に
応
じ
て
多
様
な
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
こ
と
、
各
執
筆
者
が
と
り
あ
げ
た
対
象
も
狭
義
の
万
国
（
国
際
）
博
覧
会
か
ら
、
そ
の
受
容
に
よ
っ
て
国
内
的
に
展
開
し
た
博
覧

会
ま
で
、
さ
ら
に
曹
論
文
の
よ
う
に
そ
の
周
辺
に
広
が
る
各
種
の
博
覧
会
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
お
断
り
し
て
お

き
た
い
。
し
か
し
書
名
に
は
、
そ
の
考
察
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
を
表
現
す
る
た
め
に
「
万
国
」
博
覧
会
を
用
い
た
。

　

各
論
考
が
提
示
す
る
「
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
」
の
諸
相
を
、
味
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
五
年
七
月
、
イ
タ
リ
ア
・
ミ
ラ
ノ
で
国
際
博
覧
会
が
開
催
中
で
あ
り
、
日
本
で
は
二
度
目

の
大
阪
万
博
誘
致
に
つ
い
て
検
討
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
前
者
へ
は
先
月
、
研
究
会
の
有
志
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
足
を
運
ぶ

こ
と
が
で
き
た
。
一
八
七
三
年
ウ
ィ
ー
ン
博
の
会
場
図
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
長
い
中
央
通
路
を
挟
ん
で
各
国
展
示
場
が
ず

ら
っ
と
並
ぶ
構
造
で
あ
り
な
が
ら
、
ウ
ィ
ー
ン
博
で
は
地
球
上
の
極
東
の
国
は
会
場
の
東
端
へ
、
西
洋
諸
国
は
西
半
分
へ
と

地
理
上
の
順
に
従
っ
て
展
示
ス
ペ
ー
ス
を
配
置
し
た
の
と
異
な
り
、
ミ
ラ
ノ
で
は
東
西
混
交
、
博
覧
会
場
で
の
み
「
国
境
」

を
接
す
る
国
々
の
組
み
合
わ
せ
が
興
味
深
か
っ
た
。
大
阪
府
の
誘
致
検
討
会
に
は
橋
爪
紳
也
氏
（
座
長
）、
中
牧
弘
允
氏
、

筆
者
と
、
本
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
が
参
画
し
、
ま
た
府
の
担
当
官
と
研
究
会
の
交
流
も
あ
る
。
万
博
開
催
は
地
元
の
財
政
に

大
き
く
依
存
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
実
現
の
ほ
ど
は
現
時
点
で
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
が
、
も
し
誘
致
に
向
け
て
動

き
出
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
、
ま
さ
に
「
人
間
の
歴
史
」
に
一
時
代
を
画
す
る
万
博
を
立
案
し
た
い
も
の
だ

と
話
し
合
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
、
二
〇
一
五
年
現
在
で
最
新
の
万
博
と
、
未
知
の
万
博
と
は
、
研
究
会
の
議
論
の
た
め
に
は
こ
れ
か
ら
の
素
材
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
数
か
月
前
ま
で
に
脱
稿
し
て
い
た
本
書
の
論
考
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
万
博
が
現
在
進
行
形
の

課
題
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
つ
つ
、
地
球
の
裏
側
で
今
日
も
続
い
て
い
る
は
ず
の
ミ
ラ
ノ
の
喧
噪
を
楽
し
く
思
い
起
こ
し
な

が
ら
、
ま
ず
は
本
書
を
世
に
送
り
た
い
と
思
う
。

　

今
後
は
、
本
年
一
二
月
に
、
本
書
を
ベ
ー
ス
に
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
を
模
索
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
日
文
研

で
開
催
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
れ
以
降
の
活
動
に
つ
い
て
現
時
点
で
確
定
的
な
計
画
は
立
て
て
い
な
い
が
、
大
き
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く
三
つ
の
目
標
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
に
着
手
し
た
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
比
較
な
い
し
共
同
研
究
を
、

そ
の
内
容
だ
け
で
な
く
活
動
形
態
そ
の
も
の
の
相
対
化
を
め
ざ
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
比
較
を
通
じ
た
互
い
の
相
対
化
を
唱
え
な
が
ら
も
、
日
本
で
研
究
会
を
実
施
し
、
成
果
は
日
本
語
で
公
刊
す
る
と
い
う

形
を
少
し
ず
つ
脱
皮
し
、
各
国
で
の
実
施
、
多
国
語
で
の
出
版
と
い
う
形
へ
移
行
す
る
─
─
費
用
を
要
す
る
こ
と
で
も
あ
り

簡
単
に
実
現
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
方
法
を
探
し
続
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

二
つ
め
の
目
標
は
、
巻
頭
で
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
比
較
研
究
な
い
し
研
究
連
携
の
範
囲
を
、
ア
ジ
ア
の
外
へ
も
広
げ
て

い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
引
き
続
き
こ
う
し
た
議
論
を
重
ね
な
が
ら
も
、
議
論
の
た
め
の
議
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、

何
ら
か
の
実
践
を
通
じ
て
社
会
へ
の
提
案
を
試
み
て
い
く
と
い
う
目
標
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
形
や
方
法
は
未
定
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
挑
戦
で
あ
る
。

　

研
究
会
を
継
続
し
て
く
る
間
に
実
感
を
深
め
た
の
は
、
万
国
博
覧
会
と
い
う
も
の
が
、
現
場
の
専
門
家
と
研
究
者
の
垣
根

を
軽
々
と
越
え
た
協
働
の
舞
台
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
つ
な
が
り
を
、
さ
ら
に
国
境
を
越
え
て
い
か
よ
う
に
も
広

げ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
、
格
好
の
テ
ー
マ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
巨
大
な
事
業
で
あ
る
万
博
の
実
施
に
、
あ
ら
ゆ
る
領

域
の
人
び
と
の
力
が
結
集
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
現
場
だ
け
で
な
く
、
過
去
か
ら
未
来
に
わ

た
る
万
国
博
を
対
象
と
し
た
知
的
検
討
の
場
に
は
、
従
来
の
発
想
を
凌
駕
す
る
広
範
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
の
可
能
性
が
横

た
わ
っ
て
い
る
と
思
う
。
総
じ
て
こ
の
共
同
研
究
は
、
新
し
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
の
実
験
で
あ
る
と
す
ら
考
え
て
い
る
。

　

筆
者
が
い
ま
、
こ
の
研
究
会
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
人
一
人
の
メ
ン
バ
ー
が
、
文
字
ど
お
り
そ

の
実
践
を
通
じ
て
、
こ
の
研
究
会
を
、
こ
の
よ
う
に
形
容
す
る
し
か
な
い
協
働
の
場
と
し
て
育
て
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
ず
は
こ
こ
ま
で
、
未
熟
な
研
究
代
表
者
を
支
え
、
本
当
に
豊
か
で
楽
し
い
時
間
と
経
験
を
つ
く
り
出
し
て
く
だ
さ
っ

た
メ
ン
バ
ー
各
位
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
お
一
人
お
一
人
が
同
様
の
経
験
を
こ
こ
か
ら
得
て
く
だ
さ
っ
た
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こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ま
た
、
日
文
研
の
共
同
研
究
会
で
は
、
研
究
代
表
者
の
ほ
か
に
所
内
か
ら
幹
事
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
実
際

の
役
割
は
研
究
会
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
代
表
者
が
「
若
造
」
で
あ
る
当
班
で
は
、
幹
事
で
は
な
く
い
わ
ば
顧
問
と
し

て
こ
こ
ま
で
の
道
の
り
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
井
上
章
一
先
生
と
劉
建
輝
先
生
に
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

同
時
に
、
研
究
会
の
表
に
は
現
れ
ず
、
い
つ
も
大
量
の
事
務
作
業
を
こ
な
し
、
会
議
室
を
万
端
準
備
し
、
ま
た
制
度
上
の
工

夫
が
必
要
な
と
き
は
一
生
懸
命
に
検
討
し
て
、
私
た
ち
の
新
し
い
試
み
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
寄
り
添
い
、
困
難
な
と
き
に

も
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
日
文
研
事
務
局
研
究
支
援
係
の
方
々
へ
の
謝
意
を
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。

　

私
ご
と
を
述
べ
る
の
を
お
許
し
い
た
だ
く
な
ら
、
筆
者
に
と
っ
て
大
学
時
代
の
恩
師
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
文
化
の
、

世
界
の
見
方
を
教
わ
り
、
そ
れ
以
降
の
歩
み
を
い
つ
も
見
守
っ
て
い
た
だ
い
た
芳
賀
徹
先
生
に
、
本
研
究
会
、
そ
し
て
本
書

に
加
わ
っ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
限
り
な
い
喜
び
で
あ
る
。
芳
賀
先
生
の
授
業
を
初
め
て
受
け
た
、
大
学
二
年
次
の
ク
ラ

ス
で
教
材
と
な
っ
た
の
が
、
先
生
が
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
岩
倉
使
節
団
の
『
米
欧
回
覧
実
記
』
で
あ
り
、
そ
の
膨
大
な

記
録
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
ど
ん
な
こ
と
か
ら
で
も
構
想
を
膨
ら
ま
せ
、
八
千
字
執
筆
せ
よ
と
い
う
学
期
末
小
論
文
の
テ
ー
マ

に
ウ
ィ
ー
ン
万
博
の
場
面
を
選
ん
だ
の
が
、
筆
者
の
万
国
博
覧
会
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
芳
賀
先
生
は
ど
れ
ほ
ど
ご
多
忙

の
と
き
も
必
ず
学
生
の
提
出
物
に
赤
ペ
ン
で
コ
メ
ン
ト
を
書
き
込
ん
で
く
だ
さ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
の
小
論
文
に
─
─
先

生
は
ご
記
憶
で
は
あ
る
ま
い
が
─
─
ち
ょ
っ
と
し
た
お
褒
め
を
い
た
だ
い
た
ゆ
え
に
筆
者
は
図
に
乗
っ
て
こ
の
道
を
き
て
し

ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
た
び
の
ご
論
文
を
頂
戴
し
て
、
長
く
あ
り
が
た
い
ご
縁
に
深
く
頭
を
垂
れ
る
思
い
で

あ
っ
た
。

　

最
後
に
感
謝
を
捧
げ
る
の
は
、
本
書
を
つ
く
る
作
業
を
い
ま
こ
の
瞬
間
も
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
思
文
閣
出
版
の
田

中
峰
人
さ
ん
で
あ
る
。
以
前
に
一
執
筆
者
と
し
て
参
加
し
た
論
集
の
仕
事
で
お
世
話
に
な
り
、
そ
の
若
さ
に
似
合
わ
ぬ
「
一
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昔
前
の
編
集
者
の
よ
う
な
」
お
仕
事
ぶ
り
に
、
自
分
が
論
集
を
つ
く
る
と
き
は
ど
う
し
て
も
こ
の
方
に
お
願
い
し
た
い
と

思
っ
て
い
た
。
そ
の
期
待
ど
お
り
、
一
つ
一
つ
の
原
稿
に
ど
れ
ほ
ど
労
力
を
か
け
、
丁
寧
な
お
仕
事
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
か
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
が
、
そ
れ
は
本
当
に
最
後
の
最
後
の
局
面
の
こ
と
で
あ
る
。
田
中
さ
ん
は
、
二
〇
一
一
年
以
降

の
本
研
究
会
に
、
大
事
な
週
末
を
使
っ
て
ほ
と
ん
ど
皆
勤
で
出
席
さ
れ
、
私
た
ち
と
議
論
の
場
を
、
そ
し
て
食
事
や
笑
い
の

場
を
と
も
に
し
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
編
集
者
に
手
が
け
て
い
た
だ
く
本
を
、
編
者
と
し
て
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。

　　
　
　

二
〇
一
五
年
七
月　

祇
園
囃
子
の
聞
こ
え
る
日
に

佐
野
真
由
子
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近代日本〈陳列所〉研究	 三宅拓也著
〈陳列所〉とは、地方行政府によって建設された公共の陳列施設。これらが、都市の農業・工業・商
業を奨励する目的で各地に設置された経緯を検証し、明治から昭和戦前期の日本にあまねく普及し
た〈陳列所〉の実態を、豊富な図版とともに明らかにする。
▶A 5判・640頁／本体7,800円（税別）	 ISBN978-4-7842-1788-5

京都	伝統工芸の近代
	 並木誠士・清水愛子・青木美保子・山田由希代編
京都の「近代」にあって、美術・工芸がどのような変容をとげて現代にいたっているのか。大きく

「海外との交流」「伝統と革新」「工芸と絵画」「伝統工芸の場」の視点から、さまざまなトピックス
や人物にまつわるエピソードをとりあげ概観する。
▶A 5判・300頁／本体2,500円（税別）	 ISBN978-4-7842-1641-3

応用美術思想導入の歴史	 天貝義教著
ウィーン博参同より意匠条例制定まで
ウィーン万国博覧会への日本初参加から二度の内国勧業博覧会を経て、「デザインの法」である意匠
条例が制定されるまで、応用美術思想がいかに学習され、明治期の美術・工芸界において指導的役
割を果たしていったかを明らかにする。
▶A 5判・410頁／本体7,500円（税別）	 ISBN978-4-7842-1505-8

ジャポニスム入門	 ジャポニスム学会編
ジャポニスムの各国別の個性的な展開をやさしく読み解き、さらに建築、音楽、写真、モードとい
う絵画・工芸以外の分野におけるジャポニスムをも射程に入れ、ジャポニスムの全体像に迫る。
▶A 5判・284頁／本体2,800円（税別）	 ISBN4-7842-1053-9

岩倉使節団の比較文化史的研究	 芳賀徹編
比較文化史的視角から岩倉使節団を論じた共同研究。編者をはじめ、日米英の 8 名が日米英仏伊に
おける使節団を論じる。
▶A 5判・358頁／本体6,500円（税別）	 ISBN4-7842-1145-4

逆欠如の日本生活文化	 園田英弘編著
日本にあるものは世界にあるか
西洋にあるものが日本にはない「欠如」という観点からではなく、出発点を日本においた「日本に
あるものは世界にあるか」という新たな方法論に基づく文化比較。
▶A 5判・404頁／本体3,800円（税別）	 ISBN4-7842-1248-5

日本産業技術史事典	 日本産業技術史学会編
「日本の近代」の理解において不可欠でありながら、従来必ずしも系統的・組織的に実施されてこな
かった日本の産業技術史研究を23の大項目に分け、関連項目を3（（の小項目としてとりあげる。
▶B 5判・550頁／本体12,000円（税別）	 ISBN978-4-7842-1345-0



