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ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研
究
は
︑
一
九
八
〇
年
に
﹁
浮
世
絵
と
印
象
派
の
画
家
た
ち
展
﹂
が
行
わ
れ
た
際
に
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
美
術

に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
﹂
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
る
︵
25
︶

︒
当
初
の
関
心
は
と
り
わ
け
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
印
象

派
の
美
術
に
︑
日
本
の
﹁
浮
世
絵
が
与
え
た
影
響
を
分
析
し
よ
う
と
い
う
限
定
さ
れ
た
も
の
﹂
で
あ
っ
た
︵
26
︶

︒
そ
の
後
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
研
究
対
象
は
︑
絵
画
だ
け
で
な
く
︑
版
画
︑
彫
刻
︑
工
芸
な
ど
に
広
が
っ
た
︒
そ
の
研
究
成
果
と
し
て
一
九
八
八
年
に
は
︑
フ

ラ
ン
ス
と
日
本
の
共
同
企
画
に
よ
る
﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
展
﹂
が
パ
リ
と
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
︵
27
︶
︒
ま
た
フ
ラ
ン
ス
以
外
に
も
︑

東
欧
や
北
欧
を
含
め
た
欧
米
諸
国
に
お
け
る
調
査
が
行
わ
れ
︑
広
範
囲
の
国
・
地
域
に
わ
た
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
影
響
が
実
証
さ
れ

て
き
た
︵
28
︶

︒
こ
う
し
た
研
究
を
通
じ
て
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
主
に
美
術
用
語
と
し
て
定
着
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

し
か
し
一
方
で
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
美
術
分
野
に
限
定
さ
れ
な
い
よ
り
広
い
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒

馬
渕
明
子
は
︑﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
芸
術
の
運
動
と
い
う
枠
を
超
え
て
︑
社
会
︑
経
済
の
レ
ベ
ル
で
︑
日
本
の
商
品
︵
美
術
品
か
ら
日

用
品
ま
で
を
含
む
︶
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
︑
と
い
う
考
察
﹂
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
︵
29
︶

︒
ま
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

学
会
が
編
纂
し
た
﹃
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
入
門
﹄
に
お
い
て
も
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
﹁
単
な
る
美
術
運
動
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
広
い
文

化
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
﹂
が
重
視
さ
れ
︑
建
築
︑
音
楽
︑
写
真
︑
モ
ー
ド
︵
服
飾
︶
も
含
め
た
幅
広
い
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研
究
が

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︵
30
︶
︒

本
書
も
ま
た
こ
う
し
た
近
年
の
研
究
動
向
を
前
提
に
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
美
術
分
野
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
︑
広
い
文
化
現
象

と
し
て
理
解
し
た
上
で
︑
そ
の
流
行
の
背
景
と
な
っ
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
・
社
会
・
産
業
・
文
化
の
状
況
に
注
目
し
︑

そ
れ
が
﹁
日
本
﹂
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
変
容
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
い
︒

︵
�

︶

分
析
方
法
︱
︱
先
行
研
究
と
の
関
連
で
︱
︱

そ
の
た
め
に
本
書
が
と
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
具
体
的
に
は
次
の
も
の
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
一
八
六
七
年
と
一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国

14



博
に
お
け
る
日
本
参
加
に
つ
い
て
︑
開
催
国
フ
ラ
ン
ス
と
参
加
国
日
本
の
双
方
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
︒
開
催
国
の
フ
ラ
ン
ス
が
ど

の
よ
う
な
意
図
で
万
国
博
の
開
催
を
決
定
し
︑
ど
の
よ
う
に
諸
外
国
を
博
覧
会
場
に
位
置
づ
け
た
の
か
︒
一
方
︑
参
加
国
の
日
本
は

パ
リ
万
国
博
へ
の
参
加
︑
出
品
物
の
展
示
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
﹁
日
本
﹂
を
諸
外
国
に
発
信
し
よ
う
と
試
み
た
の
か
︒
こ
う
し
た

問
い
に
対
し
て
︑
本
書
は
︑
開
催
国
フ
ラ
ン
ス
と
参
加
国
日
本
の
意
図
や
動
向
を
調
べ
︑
一
方
向
的
で
は
な
く
双
方
向
的
な
観
点
か

ら
分
析
し
て
い
く
︒
と
り
わ
け
︑
日
本
側
の
参
加
意
図
︑
出
品
物
︑
展
示
内
容
と
︑
フ
ラ
ン
ス
側
の
行
動
や
反
応
の
交
錯
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
日
仏
間
の
外
交
文
書
︑
文
書
館
等
に
所
蔵
さ
れ
る
万
国
博
史
料
︑
ま
た
一
九
世
紀
後
半
に
日
仏
両
国
で
出
版

さ
れ
た
パ
リ
万
国
博
関
連
の
書
籍
や
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
分
析
を
行
う
︒
分
析
の
も
と
と
な
る
史
料
に
つ
い
て
は
︑
各
部
冒
頭
に
ま

と
め
た
の
で
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

第
二
に
︑
本
書
は
と
く
に
﹁
物
﹂
と
﹁
人
﹂
に
注
目
す
る
︒
一
八
六
七
年
と
一
八
七
八
年
の
両
パ
リ
万
国
博
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
獲

得
し
て
最
高
の
評
価
を
受
け
︑﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
﹂
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
る
も
と
と
な
っ
た
の
は
日
本
工
芸
品
︵
特
に
陶
磁
器
︶
で

あ
っ
た
︒
本
書
は
︑
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
両
万
国
博
で
注
目
す
べ
き
役
割
を
果
た
し
た
人
物
や
︑
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
人
物

間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
注
目
し
て
い
き
た
い
︒

以
上
の
点
に
関
し
て
︑
と
り
わ
け
先
行
研
究
と
の
関
係
で
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
て
い
こ
う
︒

◆
﹁
開
催
国
﹂
／
﹁
参
加
国
﹂
の
図
式
か
ら
双
方
向
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
へ

万
国
博
覧
会
を
対
象
と
し
た
研
究
が
本
格
化
し
た
の
は
︑
一
九
七
〇
年
代
末
で
あ
る
︵
31
︶
︒
リ
ン
ダ
・
エ
モ
ー
ヌ
と
カ
ル
ロ
・
オ
ル
モ

が
そ
の
共
著
の
冒
頭
に
お
い
て
︑
万
国
博
を
﹁
一
九
世
紀
後
半
の
社
会
を
全
体
と
し
て
再
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
稀
有
な
方
法
﹂
と

位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
主
と
し
て
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
の
万
国
博
を
対
象
に
︑
歴
史
学
︑

社
会
学
︑
美
術
︑
建
築
︑
思
想
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
分
野
か
ら
の
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
︵
32
︶
︒
そ
し
て
そ
の
研
究
関
心
に
つ
い
て

も
︑
産
業
革
命
以
降
の
国
家
間
の
技
術
競
争
の
場
︑
開
催
国
に
よ
る
帝
国
主
義
的
世
界
観
の
提
示
︑
植
民
地
表
象
︑
都
市
に
お
け
る

15

序 章



消
費
文
化
の
拡
大
︑
大
衆
娯
楽
と
し
て
の
側
面
な
ど
多
様
で
あ
る
︒
そ
の
多
く
に
共
通
す
る
点
と
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ

る
と
お
り
︑
万
国
博
の
主
要
な
開
催
国
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
ア
メ
リ
カ
が
分
析
対
象
と
さ
れ
て
き
た
た
め
に
︑﹁
開

催
国
﹂
の
視
点
や
論
理
が
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
結
局
中
止
に
な
っ
た
も
の
の
︑
一
八
八
九
年
パ
リ
万
国
博
の
一
〇
〇
周
年
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
二
〇
〇
周
年

を
記
念
し
た
﹁
一
九
八
九
年
﹂
パ
リ
万
国
博
の
開
催
計
画
が
︑
万
国
博
研
究
を
進
展
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
︵
33
︶
︒
芸
術
分
野
で
の
関
心

も
高
ま
り
︑
装
飾
美
術
協
会
に
よ
る
﹁
万
国
博
﹂
展
︵
一
九
八
三
年
︶
を
出
発
点
に
︑
オ
ル
セ
ー
美
術
館
で
は
﹁
一
八
八
九
年
︱
︱

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
と
万
国
博
︱
︱
﹂
展
︵
一
九
八
九
年
︶︑﹁
パ
リ
万
国
博
︱
︱
現
実
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
建
築
︱
︱
﹂
展
︵
二
〇
〇

七
年
︶︑
フ
ラ
ン
ス
国
立
文
書
館
で
は
﹁
写
真
と
万
国
博
﹂
展
︵
二
〇
〇
〇
年
︶
と
い
っ
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
︵
34
︶
︒
こ
の
よ
う
に
フ

ラ
ン
ス
で
は
万
国
博
関
係
の
史
料
を
所
蔵
す
る
機
関
が
︑
建
築
や
写
真
な
ど
ま
さ
に
﹁
展
示
﹂
さ
れ
る
も
の
に
注
目
し
た
展
覧
会
を

開
催
し
︑
万
国
博
研
究
の
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
も
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
︒

歴
史
学
か
ら
の
パ
リ
万
国
博
の
研
究
と
し
て
は
︑
パ
ス
カ
ル
・
オ
リ
が
第
一
人
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
︒
オ
リ
は
︑
万
国
博
の
政

治
文
化
史
の
研
究
と
し
て
﹃
パ
リ
万
国
博
﹄︑
そ
し
て
﹃
一
八
八
九
年
万
国
博
﹄︑
さ
ら
に
一
八
八
九
年
の
パ
リ
万
国
博
を
︑
一
七
八

九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
一
〇
〇
周
年
と
位
置
づ
け
︑
こ
れ
と
一
九
三
九
年
の
一
五
〇
年
祭
︑
一
九
八
九
年
の
二
〇
〇
年
祭
と
い
う

三
つ
の
祭
典
の
比
較
と
い
う
見
地
か
ら
論
ず
る
﹃
記
憶
の
た
め
の
国
民
﹄
を
著
し
た
︵
35
︶
︒
ま
た
オ
リ
は
︑
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
の
﹃
記
憶

の
場
﹄
に
お
い
て
も
論
文
を
発
表
し
︑
革
命
一
〇
〇
年
祭
︵
一
八
八
九
年
パ
リ
万
国
博
︶
を
︑
一
八
七
〇
年
代
以
降
の
左
右
の
政
治
勢

力
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
﹁
記
憶
﹂
を
め
ぐ
る
闘
い
の
な
か
に
位
置
づ
け
︑
第
三
共
和
政
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
構
築
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
︵
36
︶
︒
日
本
で
は
︑
木
下
賢
一
が
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
万
国
博
と
労
働
者
委
員
会
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
︵
37
︶
︒
ま
た
鹿
島
茂
は
︑
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
初
期
の
パ
リ
万
国
博
を
明
ら
か
に
し
た
︵
38
︶
︒

他
方
︑
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
の
影
響
を
受
け
て
︑
博
覧
会
場
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
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︵
extra-européen
︶
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
か
︑
と
り
わ
け
他
者
︵
植
民
地
人
︶
の
表
象
︑
植
民
地
文
化
が
万
国
博
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
を
問
題
に
す
る
研
究
も
多
く
見
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
研
究
に
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
万
国
博
を
︑
西

洋
に
よ
る
東
洋
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
し
︑
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
生
産
す
る
装
置
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
枠
組
み
で
あ

る
︵
39
︶

︒し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
見
地
は
︑
西
洋
の
視
点
と
植
民
地
の
視
線
の
二
項
対
立
的
な
図
式
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
る
︒
し

か
も
︑
こ
う
し
た
図
式
は
︑
現
在
の
万
国
博
研
究
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
国
立
文
書
館
で
は

二
〇
一
〇
年
に
﹁
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
博
覧
会
︱
︱
万
国
博
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
文
化
︑
フ
ラ
ン
ス
一
八
五
五
年
～
一
九
三
七
年

︱
︱
﹂
展
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
︵
40
︶
︒
こ
の
展
示
に
し
て
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
︑
展

示
全
体
と
し
て
は
開
催
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
視
点
か
ら
捉
え
た
﹁
外
部
﹂
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
万
国
博
に
参
加
し

た
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
﹂
の
動
向
に
関
す
る
研
究
は
進
展
し
て
き
て
い
る
も
の
の
︑
と
も
す
れ
ば
開
催
国
側
か
ら
の
視
点
の
強
調
と

い
っ
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
議
論
に
陥
り
か
ね
な
い
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
本
書
が
パ
リ
万
国
博
の
日
本
参
加
を
通
じ
て
注
目
し
て
い
き
た
い
の
は
︑
万
国
博
と
い
う
場
に
お
け
る
一
方
向

的
で
は
な
い
開
催
国
と
参
加
国
の
関
係
で
あ
り
︑
さ
ら
に
博
覧
会
場
に
集
う
観
衆
を
含
め
て
︑
三
者
の
複
合
的
な
相
互
作
用
の
な
か

で
形
成
さ
れ
た
﹁
日
本
﹂
イ
メ
ー
ジ
と
︑
そ
の
形
成
過
程
で
あ
る
︒
万
国
博
覧
会
は
︑
出
品
物
の
展
示
を
通
じ
て
参
加
国
が
自
己
イ

メ
ー
ジ
を
発
信
す
る
場
と
な
っ
た
が
︑
こ
の
よ
う
に
発
信
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
必
ず
し
も
参
加
国
の
意
図
し
た
と
お
り
に
諸
外
国
に

伝
達
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
開
催
国
の
政
府
を
は
じ
め
︑
万
国
博
を
組
織
す
る
委
員
会
︑
批
評
家
︑
さ
ら
に
博
覧
会
場
に
足
を
運

ん
だ
観
衆
に
よ
っ
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
批
判
と
賞
讃
の
対
象
と
な
り
︑
多
様
な
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
︑
イ
メ
ー

ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
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◆
日
本
の
万
国
博
覧
会
参
加

日
本
に
お
け
る
万
国
博
研
究
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
真
実
子
が
そ
の
動
向
を
詳
細
に
ま
と
め
て
い
る
︵
41
︶

︒﹁
日
本
﹂
を
題
材
と
し
た
万

国
博
研
究
は
︑
主
と
し
て
﹁
明
治
以
降
﹂
の
万
国
博
参
加
お
よ
び
内
国
博
覧
会
を
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
︑
と
り
わ
け
こ
れ
ら
を
日

本
の
﹁
近
代
化
﹂
と
の
関
連
で
検
証
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
な
か
で
︑
一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
へ
の
日
本
参
加
は
︑

徳
川
昭
武
一
行
の
パ
リ
万
国
博
参
加
を
め
ぐ
る
動
向
が
外
交
史
の
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
の
︑
明
治
以
降
の
万
国
博
参

加
と
は
切
り
離
さ
れ
︑
幕
末
に
お
け
る
外
交
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
︒
初
め
て
の
万
国
博
参
加
と
し
て
言

及
さ
れ
る
だ
け
で
︑
そ
の
意
義
が
十
分
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

こ
れ
に
対
し
︑
本
書
が
一
八
六
七
年
と
一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
を
分
析
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
事
柄
に
加
え
︑
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
︒
ひ
と
つ
に
は
︑
こ
の
時
期
は
︑
日
本
に
お
い
て
は
江
戸
の
幕
藩
体
制
か
ら
明
治
の
中

央
集
権
制
へ
︑
一
方
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
第
二
帝
政
か
ら
第
三
共
和
政
へ
と
︑
両
国
の
政
治
体
制
の
変
革
期
に
相
当
す
る
︒
こ
う

し
た
な
か
で
︑
日
本
側
の
参
加
形
態
や
参
加
意
図
な
ど
は
注
目
す
べ
き
変
化
を
見
せ
る
︒
ま
た
本
書
の
主
題
で
あ
る
﹁
日
本
﹂
の
イ

メ
ー
ジ
の
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
は
︑
先
述
の
よ
う
に
︑
ま
さ
に
︑
一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
は
大
き
な
契
機
と
な
り
︑
こ
れ
が
一

八
七
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
日
本
文
化
へ
の
関
心
を
引
き
起
こ
し
︑
そ
し
て
一
八
七
八
年
パ
リ
万
国
博
に
お
い
て
﹁
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
﹂
の
絶
頂
期
を
迎
え
る
の
で
あ
り
︑
こ
の
意
味
に
お
い
て
両
万
国
博
は
同
一
線
上
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ

の
た
め
に
︑
本
書
は
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
万
国
博
へ
の
日
本
の
参
加
を
め
ぐ
る
両
国
の
史
料
を
比
較
分
析
し
︑
両
国
に
お
け
る
多
様
な

反
応
を
分
析
し
て
い
く
︒

本
研
究
は
︑
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
﹁
日
本
﹂
の
受
容
の
経
緯
を
︑
一
方
向
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な

く
︑
万
国
博
を
通
じ
自
ら
の
産
業
の
発
展
を
は
か
る
フ
ラ
ン
ス
︑
近
代
化
に
突
入
す
る
な
か
万
国
博
を
自
ら
の
国
家
イ
メ
ー
ジ
の
ア

ピ
ー
ル
や
殖
産
興
業
の
場
と
位
置
づ
け
る
日
本
︑
そ
し
て
日
本
の
出
品
物
に
感
嘆
し
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
流
行
を
見
せ
る
こ
と
と
な
っ
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た
フ
ラ
ン
ス
社
会
︑
こ
う
し
た
三
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
の
な
か
で
︑
ど
の
よ
う
な
﹁
日
本
﹂
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
︑
文
化
像
の
形
成
の
契
機
と
し
て
万
国
博
を
捉
え
る
こ
と
を
目
指
す
︒

近
年
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
﹄
で
は
︑
万
国
博
を
め
ぐ
る
開
催
国
と
参
加
国
の
多
様
な
関
係
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
︑
万
国
博
の
分
析
を
通
じ
た
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
間
社
会
・
歴
史
の
解
明
を
目
的
と
し
て
い
る
が
︑
本
書
も
そ
の
視

点
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
︵
42
︶
︒

◆
﹁
物
﹂
と
﹁
人
﹂

以
上
の
よ
う
な
関
心
に
基
づ
き
つ
つ
︑
本
書
は
︑
二
部
構
成
を
と
る
︒
第
Ⅰ
部
で
は
︑
一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
へ
の
日
本
の
参

加
を
取
り
あ
げ
︑
第
Ⅱ
部
で
は
︑
そ
の
後
の
一
八
七
〇
年
代
の
日
仏
交
流
お
よ
び
一
八
七
八
年
パ
リ
万
国
博
へ
の
日
本
参
加
を
論
じ

る
︒
そ
の
際
︑
と
り
わ
け
本
書
が
留
意
す
る
の
は
︑﹁
物
﹂
と
﹁
人
﹂
と
い
う
二
つ
の
軸
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
万
国
博
と
は
ま
さ
に
﹁
物
﹂
を
展
示
す
る
場
で
あ
っ
た
︒
万
国
博
の
会
場
に
集
う
観
衆
は
︑
参
加
各
国
が
展
示
し
た
出

品
物
を
直
接
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
国
の
文
化
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
書
は
各
章
に
お

い
て
︑
二
つ
の
パ
リ
万
国
博
で
︑
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
﹁
物
﹂
が
︑
ど
の
よ
う
な
意
図
で
出
品
さ
れ
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
仕
方
で

展
示
さ
れ
た
の
か
︑
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
な
る
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
を
具
体
的
に
見
て
い
く
︒

だ
が
︑
第
二
に
︑
本
書
は
︑
万
国
博
に
お
け
る
﹁
物
﹂
と
な
ら
ん
で
﹁
人
﹂
と
い
う
契
機
も
重
視
し
た
い
︒
こ
の
時
代
に
は
博
覧

会
場
に
展
示
さ
れ
る
﹁
物
﹂
と
同
様
に
︑
万
国
博
を
契
機
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
た
﹁
日
本
人
﹂
も
好
奇
の
対
象
で
あ
り
︑﹁
日
本
﹂

の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
︒
だ
が
︑
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︑
本
書
は
︑﹁
日
本
人
﹂
が
見
ら
れ
る
存

在
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
能
動
的
な
存
在
で
あ
っ
た
点
に
着
目
し
た
い
︒

一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
に
将
軍
名
代
と
し
て
参
加
し
た
徳
川
昭
武
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
に
図
版
入
り
で
掲
載
さ
れ
︑
ま
さ
に

﹁
見
ら
れ
る
日
本
人
﹂
と
な
っ
た
が
︑
こ
の
万
国
博
参
加
を
契
機
と
し
て
︑
日
本
の
軍
事
・
法
学
の
近
代
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
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し
た
フ
ラ
ン
ス
人
と
の
交
際
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
継
続
し
︑
日
仏
間
の
情
報
交
換
︑
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
繫
げ
る
役
割
を
果
た
し

た
︵
43
︶

︒ま
た
一
八
七
八
年
パ
リ
万
国
博
で
は
︑
初
代
駐
仏
公
使
を
務
め
た
�
島
尚
信
︵
一
八
四
五
～
一
八
八
〇
︶︑
代
理
公
使
の
中
野
健
明

︵
一
八
四
四
～
一
八
九
八
︶︑
事
務
局
長
の
前
田
正
名
な
ど
の
日
本
人
が
万
国
博
を
通
じ
て
積
極
的
に
日
本
の
情
報
を
フ
ラ
ン
ス
に
伝
え

る
役
割
を
担
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
日
本
人
は
︑
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
︑
先
端
技
術
の
摂
取
や
近
代
国
家
の
構
築
に
励
み
︑
フ
ラ
ン

ス
の
人
々
と
の
交
際
を
通
じ
て
互
い
に
情
報
交
換
を
行
い
︑
当
時
の
日
本
の
情
報
を
伝
え
る
な
ど
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
﹁
日
本
﹂

像
の
形
成
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

他
方
︑﹁
日
本
﹂
の
参
加
や
そ
の
文
化
受
容
に
お
い
て
は
︑
日
本
人
以
外
の
人
物
も
多
く
関
わ
っ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
六
七
年
の

パ
リ
万
国
博
の
参
加
は
︑
そ
う
し
た
人
物
な
し
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
日
本
か
ら
パ
リ
に
向
か
う
幕
府
使
節
に
同
行

し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
︵A

lex
an
d
er
G
eorg

e
G
u
stav

v
on
S
ieb
old
,1846-1911

︶︑
パ
リ
に
す
で
に
到
着
し

て
い
た
�
摩
藩
使
節
と
行
動
を
と
も
に
し
︑﹁
日
本
﹂
の
主
権
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
幕
府
の
意
図
を
く
じ
く
モ
ン
ブ
ラ
ン

︵C
om
te
d
e
M
on
tb
lan
c,B
aron

d
ʼIn
g
elm
u
n
ster,1833-1894

︶︑
そ
う
し
た
行
動
を
見
つ
め
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
報
告
す
る
フ
ラ
ン
ス
軍

人
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ト
︵L

éop
old
V
illette,1822-1907

︶︑
彼
ら
の
視
線
を
通
じ
て
こ
そ
︑
パ
リ
万
国
博
へ
の
日
本
の
参
加

が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
が
立
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
︒
七
八
年
万
国
博
に
つ
い
て
は
︑
こ
こ
で
参
照
す

べ
き
は
︑
ギ
シ
ャ
ー
ル
や
シ
ェ
ノ
ー
な
ど
︑
フ
ラ
ン
ス
工
芸
産
業
の
指
導
者
や
批
評
家
の
視
線
だ
ろ
う
︒
六
七
年
万
国
博
で
発
見
さ

れ
た
﹁
日
本
﹂
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
活
発
な
言
説
こ
そ
︑﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
﹂
を
生
み
出
す
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
海
外
渡
航
が
一
般
に
は
ま
だ
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
時
代
に
︑
万
国
博
は
︑
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
間
に
﹁
物
﹂

と
﹁
人
﹂
の
交
流
を
大
き
く
促
す
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
誕
生
・
興
隆
の
背
景
と
な
っ
た

一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
と
一
八
七
八
年
パ
リ
万
国
博
の
舞
台
で
︑
日
本
か
ら
出
品
さ
れ
た
﹁
物
﹂︑
そ
し
て
万
国
博
に
携
わ
っ
た

20



﹁
人
﹂
を
通
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
﹁
日
本
﹂
像
が
︑
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
相
互
作
用
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
︑
こ
れ
を

示
す
こ
と
が
本
書
の
最
終
目
標
で
あ
る
︒

︵
�
︶

G
.
F
lau
b
ert,
C
.
G
oth
ot-M

ersch
éd
.,B
ouvard

et
P
écuchet:

avec
un
choix

des
scénarios,

du
Sottisier,

L
ʼalbum

de
la

m
arquise

etL
e
dictionnaire

des
idées

reçues,C
ollection

F
olio,1137,P

aris,G
allim

ard
,1979,p

.515

︵
日
本
語
訳
は
︑
フ
ロ
ー

ベ
ー
ル
著
︑
小
倉
孝
誠
訳
﹃
紋
切
型
辞
典
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
九
五
頁
を
参
照
︶︒
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
︑
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス

を
代
表
す
る
作
家
で
あ
り
︑
主
著
に
は
﹃
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
﹄︵
一
八
五
七
年
︶︑﹃
感
情
教
育
﹄︵
一
八
六
九
年
︶
が
あ
る
︒﹃
紋
切
型
辞
典
﹄

は
︑
一
八
八
〇
年
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
急
逝
に
よ
り
未
定
稿
の
ま
ま
残
さ
れ
た
が
︑
一
九
一
〇
年
に
コ
ナ
ー
ル
全
集
版
﹃
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ

キ
ュ
シ
ェ
﹄
の
巻
で
初
め
て
出
版
さ
れ
た
︒
著
者
が
﹃
紋
切
型
辞
典
﹄
を
執
筆
し
た
の
は
一
八
七
〇
年
代
と
さ
れ
︑
同
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
で

ひ
ろ
く
受
容
さ
れ
た
意
見
や
考
え
を
反
映
し
た
言
葉
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
な
か
に
﹁
博
覧
会
︵E

x
p
osition

︶﹂
の
項
目
が
あ
り
︑

こ
れ
を
本
文
で
引
用
し
た
︵
詳
細
は
︑
小
倉
孝
誠
﹁
解
説
﹂︑
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
著
︑
前
掲
書
︑
二
七
三
～
三
一
六
頁
を
参
照
︶︒

︵
�
︶

各
万
国
博
に
関
す
る
統
計
デ
ー
タ
︵
開
催
国
︑
参
加
国
︑
会
期
︑
会
場
︑
入
場
者
数
等
︶
は
以
下
を
参
照
︒B

.S
ch
roed

er-G
u
d
eh
u
s
et

A
.R
asm
u
ssen
,L
es
Fastes

du
P
rogrès,le

guide
des
expositions

universelles,1851
-1992

,P
aris,F

lam
m
arion

,1992;

国
際
博

覧
会
事
務
局
︵B

u
reau

In
tern
ation

al
d
es
E
x
p
osition

s,

以
下
略
し
て
Ｂ
Ｉ
Ｅ
︶
公
式
サ
イ
ト
︵
http://w
w
w
.bie-paris.org/site/︶︒

最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
二
月
七
日
︒

︵
�
︶

各
博
覧
会
の
正
式
名
称
は
︑
一
八
八
一
年
国
際
電
気
博
︵E

x
p
osition

in
tern
ation

ale
d
ʼE
lectricité

︶︑
一
九
二
五
年
現
代
装
飾
美
術
・

産
業
美
術
国
際
博
︵E

x
p
osition

in
tern
ation

ale
d
es
A
rts
d
écoratifs

et
in
d
u
striels

M
od
ern
es

︶︑
一
九
三
一
年
国
際
植
民
地
博

︵E
x
p
osition

colon
iale
in
tern
ation

ale

︶
で
あ
る
︒

︵
�
︶

一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
国
博
の
入
場
者
数
を
初
め
て
上
回
っ
た
の
は
︑
一
九
七
〇
年
大
阪
︵
六
︑四
二
二
万
人
︶
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
一
九

七
〇
年
大
阪
は
入
場
者
数
の
九
七
％
が
日
本
人
で
あ
る
︒
な
お
︑
二
〇
一
七
年
ま
で
に
最
高
の
入
場
者
数
を
記
録
し
た
万
国
博
は
︑
二
〇
一

〇
年
上
海
︵
七
︑三
〇
〇
万
人
︶
で
あ
る
︒C

f.B
.S
ch
roed

er-G
u
d
eh
u
s
et
A
.R
asm
u
ssen
,op.

cit.;

国
際
博
覧
会
事
務
局
︵
Ｂ
Ｉ
Ｅ
︶

公
式
サ
イ
ト
︒
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あ
と
が
き

フ
ラ
ン
ス
の
南
部
︑
マ
ル
セ
イ
ユ
の
中
心
に
あ
る
サ
ン
・
シ
ャ
ル
ル
駅
を
降
り
︑
港
に
向
か
っ
て
歩
く
と
︑
次
第
に
目
の
前
に
広

が
る
の
は
︑
白
い
マ
ス
ト
と
︑
青
い
地
中
海
で
あ
る
︒
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
統
治
下
︑
フ
ラ
ン
ス
の
第
二
帝
政
期
に
大
き
く
発
展
し

た
マ
ル
セ
イ
ユ
の
港
町
は
︑
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
東
洋
諸
国
へ
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
︒
サ
ン
・
シ
ャ
ル
ル
駅
が
開
業
し
た
の
は
一
八
四

八
年
で
あ
る
︒
こ
の
地
中
海
に
面
し
た
マ
ル
セ
イ
ユ
と
首
都
パ
リ
を
結
ん
だ
の
は
︑
一
八
五
七
年
に
開
業
し
た
﹁
パ
リ
・
リ
ヨ
ン
・

地
中
海
鉄
道
︵
C
om
pagnie
des
chem
ins
de
fer
de
Paris
à
Lyon
età
la
M
éditerranée,PLM
︶
で
あ
っ
た
︒
こ
の
鉄
道
は
︑
一
九
三

八
年
の
国
有
化
に
と
も
な
い
︑
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
鉄
︵
Société
N
ationale
des
C
hem
ins
de
fer
F
rançais,SN
C
F
︶
に
統
合
さ
れ
た
︒

パ
リ
万
国
博
の
開
催
は
︑
こ
う
し
た
地
中
海
に
開
か
れ
た
鉄
道
網
の
発
展
と
不
可
分
で
あ
っ
た
︒
本
書
で
見
た
よ
う
に
︑
一
八
六

七
年
パ
リ
万
国
博
は
﹁
完
全
に
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
セ
ル
︵
universelle︶
で
あ
る
こ
と
﹂
を
目
指
し
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
み
な
ら
ず
︑

﹁
最
も
遠
く
離
れ
た
国
々
﹂
の
参
加
を
求
め
た
︒
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
︑
ま
さ
に
東
洋
へ
の
玄
関
口
で
あ
る
マ
ル
セ
イ
ユ
が
︑
鉄
道

に
よ
っ
て
首
都
パ
リ
と
結
ば
れ
た
時
代
に
︑
日
本
の
参
加
が
実
現
し
た
︒
パ
リ
万
国
博
に
参
列
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ
た
日

本
人
は
︑
約
一
カ
月
半
の
航
海
等
を
経
て
マ
ル
セ
イ
ユ
港
に
着
き
︑
そ
の
後
リ
ヨ
ン
を
経
由
し
て
︑
パ
リ
に
到
着
し
た
︒
船
に
積
載

さ
れ
た
出
品
物
も
︑
ほ
ぼ
同
じ
経
路
を
た
ど
っ
て
い
る
︒
一
九
世
紀
後
半
︑
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
初
期
に
お
け
る
﹁
人
﹂
と
﹁
物
﹂

の
交
流
は
︑
こ
の
時
代
の
技
術
の
発
展
︑
世
界
的
に
広
が
っ
た
貿
易
の
自
由
化
の
流
れ
︑
未
知
な
る
文
化
へ
の
関
心
の
増
大
と
密
接

に
か
か
わ
っ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
パ
リ
万
国
博
は
両
国
お
よ
び
諸
外
国
と
の
外
交
・
産
業
・
文
化
の
交
流
を
促
進
す
る
重
要
な
場
と

な
っ
た
︒

本
書
は
︑
二
〇
一
二
年
に
一
橋
大
学
と
パ
リ
第
一
大
学
に
提
出
し
た
共
同
博
士
号
請
求
論
文
︵﹁
一
八
六
七
年
・
一
八
七
八
年
パ
リ
万
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国
博
覧
会
に
お
け
る
�
日
本
�
︱
︱
初
期
日
仏
交
流
史
に
お
け
る
�
日
本
�
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
︱
︱
﹂︶
に
︑
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
加
え
︑

加
筆
・
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

本
書
の
基
盤
に
は
﹁
日
本
人
と
は
何
か
︑
日
本
文
化
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
る
︒
こ
れ
は
筆
者
が
幼
少
期
に
過
ご
し

た
外
国
で
の
経
験
に
か
か
わ
る
︒
二
年
を
フ
ラ
ン
ス
︵
パ
リ
︶︑
約
三
年
半
を
ア
メ
リ
カ
︵
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
︶
で
過
ご
し
た
︒
と
く

に
︑
多
感
な
時
期
を
過
ご
し
た
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
の
人
々
︑
特
に
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
出
会
う
な

か
で
︑
そ
れ
ま
で
問
う
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
﹁
日
本
﹂
と
は
何
か
と
い
う
問
題
意
識
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
思
う
︒
そ
の
後
︑
大
学
お

よ
び
大
学
院
で
歴
史
学
に
つ
い
て
学
ぶ
な
か
で
︑
私
は
こ
の
問
い
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
外
部
か
ら
探
究
し
て
み
た
い
と
思
う
よ
う

に
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
日
本
の
開
国
後
︑
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
広
が
っ
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
関
心
を
抱

き
︑
そ
の
社
会
的
背
景
に
光
を
あ
て
た
︒
パ
リ
万
国
博
を
舞
台
に
検
討
を
試
み
た
の
は
︑
開
催
国
︑
参
加
国
︑
観
衆
と
い
う
三
者
の

相
互
作
用
を
通
じ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
お
よ
び
文
化
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
で
あ
る
︒
本
書
の
出
発
点
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
社
会
史
と
い
う
関
心
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

二
〇
〇
六
年
の
秋
か
ら
約
二
年
半
︑
パ
リ
に
留
学
し
た
︒
留
学
中
は
︑
フ
ラ
ン
ス
国
立
文
書
館
や
外
務
省
文
書
館
に
通
い
続
け
た
︒

こ
の
と
き
に
痛
感
し
た
こ
と
は
︑
人
間
の
残
し
た
記
録
は
︑
ま
る
で
大
海
の
よ
う
に
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒

そ
の
大
海
の
な
か
か
ら
︑
一
九
世
紀
を
生
き
た
人
々
が
残
し
た
書
き
物
を
め
く
っ
て
い
く
う
ち
に
︑
次
第
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
思
い

や
息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
研
究
を
進
め
て
い
く
な
か
で
︑
フ
ラ
ン
ス
人
や
日
本
人
の
ご
子
孫
と
出
会
っ
た
︒

留
学
中
は
︑
か
つ
て
一
九
世
紀
に
本
書
の
登
場
人
物
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
で
訪
れ
た
各
所
を
ま
わ
っ
た
︒
パ
リ
万
国
博
の
会
場
と
な
っ

た
シ
ャ
ン
・
ド
・
マ
ル
ス
は
も
ち
ろ
ん
︑
万
国
博
を
組
織
し
た
帝
国
委
員
会
お
よ
び
高
等
委
員
会
の
事
務
局
︑
日
本
領
事
館
の
跡
地
︑

滞
在
し
た
ホ
テ
ル
︑
ア
パ
ル
ト
マ
ン
︑
通
っ
た
学
校
︑
散
歩
し
た
公
園
︑
墓
地
な
ど
︒
パ
リ
の
ペ
ー
ル
・
ラ
シ
ェ
ー
ズ
墓
地
に
は
︑

一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
に
参
加
す
る
た
め
に
渡
仏
し
た
佐
賀
藩
の
商
人
の
野
中
元
右
衛
門
︑
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
墓
地
に
は
初
代
駐
仏
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公
使
の
�
島
尚
信
が
今
も
眠
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
研
究
を
通
じ
た
出
会
い
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
︑
歴
史
研
究
と
は
︑
単
な
る
平
面
的
な
記
録
の
検
証
で
は
な
く
︑
血

の
通
っ
た
︑
人
間
の
生
き
様
そ
の
も
の
に
迫
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
︒

実
際
︑
こ
の
研
究
も
︑
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
多
く
の
方
々
の
ご
教
示
と
ご
協
力
な
し
に
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

と
り
わ
け
パ
リ
第
一
大
学
・
一
九
世
紀
史
研
究
所
所
長
の
ド
ミ
ニ
ク
・
カ
リ
フ
ァ
先
生
︑
一
橋
大
学
の
森
村
敏
己
先
生
︑
山
﨑
耕
一

先
生
︑
上
智
大
学
の
長
谷
川
輝
夫
先
生
︑
武
蔵
大
学
の
小
山
ブ
リ
ジ
ッ
ト
先
生
︑
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
山
田
徹
雄
先
生
︑
三
谷
博

先
生
︑
杏
林
大
学
の
楠
家
重
敏
先
生
︑
松
戸
市
戸
定
歴
史
館
の
齊
藤
洋
一
館
長
︑
渋
沢
史
料
館
の
関
根
仁
氏
に
は
︑
心
よ
り
感
謝
を

申
し
上
げ
た
い
︒
そ
し
て
︑
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
本
研
究
を
進
め
て
い
く
際
に
道
標
と
な
り
多
く
の
知
見
を
与
え

て
く
だ
さ
っ
た
先
達
の
方
々
に
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
︒
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
同
僚
・
友
人
た
ち
に
も
深
く
感
謝
を
申
し
上

げ
る
︒

ま
た
二
〇
一
三
年
よ
り
参
加
し
て
い
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
同
研
究
﹁
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
﹂
で
は
︑
研

究
代
表
者
の
佐
野
真
由
子
先
生
を
は
じ
め
︑
多
様
な
領
域
の
研
究
者
︑
博
覧
会
の
組
織
・
運
営
に
携
わ
る
実
務
家
の
方
々
と
の
議
論

か
ら
︑
研
究
世
界
が
大
き
く
広
が
り
︑
多
く
の
知
的
刺
激
を
い
た
だ
い
た
︒
二
〇
一
六
年
一
一
月
に
は
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
で
開
か
れ

た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
す
る
機
会
を
得
た
が
︑
こ
の
よ
う
に
研
究
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
︑
現
在
日
本
だ
け
で
な
く
︑
中
国
︑

韓
国
と
の
学
術
交
流
も
広
が
っ
て
い
る
︒
今
後
の
万
国
博
覧
会
は
︑
開
催
国
あ
る
い
は
参
加
国
の
一
方
向
的
な
研
究
で
は
な
く
︑
開

催
国
と
参
加
国
の
相
互
の
関
係
︑
ま
た
参
加
国
と
参
加
国
の
関
係
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
一
国
を
超

え
た
多
領
域
の
研
究
が
こ
れ
か
ら
の
万
国
博
の
研
究
発
展
に
は
不
可
欠
で
あ
り
︑
そ
の
試
み
は
端
緒
に
着
い
た
ば
か
り
で
あ
る
︒

な
お
︑
本
書
の
内
容
は
以
下
の
科
学
研
究
費
の
助
成
を
受
け
て
実
施
し
た
研
究
成
果
を
も
と
に
し
て
い
る
︒
二
〇
一
二
〜
二
〇
一

三
年
度
JSPS
科
研
費
JP24820018︵
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
︶﹁
一
九
世
紀
パ
リ
万
博
に
お
け
る
日
本
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
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デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
文
化
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
︱
︱
﹂︑
二
〇
一
四
〜
二
〇
一
六
年
度
JSPS
科
研
費
26770253︵
若
手
研
究
Ｂ
︶﹁
近
現
代

に
パ
リ
万
国
博
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
︱
︱
万
国
博
組
織
委
員
会
を
中
心
に
︱
︱
﹂︒

さ
ら
に
︑
本
書
刊
行
に
際
し
て
は
︑
跡
見
学
園
女
子
大
学
学
術
図
書
出
版
助
成
を
受
け
た
︒
深
く
謝
意
を
申
し
上
げ
る
︒
ま
た
文

献
調
査
に
際
し
て
は
︑
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
多
く
の
方
々
︑
文
書
館
や
図
書
館
に
お
世
話
に
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
資
料
の
掲
載
を

許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
国
立
文
書
館
︑
外
務
省
文
書
館
︑
国
立
図
書
館
︑
一
橋
大
学
附
属
図
書
館
︑
松
戸
市
戸
定
歴
史
館

な
ら
び
に
個
人
所
蔵
家
の
方
々
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒

ま
た
︑
本
書
は
︑
共
同
研
究
﹁
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
﹂
で
の
研
究
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
を
共
有

し
て
き
た
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
氏
が
編
集
を
ご
担
当
く
だ
さ
っ
た
︒
田
中
氏
の
的
確
な
助
言
や
励
ま
し
な
し
に
は
本
書
は
完
成

し
な
か
っ
た
︒
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
︒

二
〇
一
七
年
は
︑
一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
と
日
本
の
初
参
加
か
ら
一
五
〇
周
年
に
あ
た
る
︒
こ
の
記
念
の
年
に
︑
フ
ラ
ン
ス
と

日
本
の
多
く
の
方
々
に
支
え
ら
れ
︑
本
書
を
刊
行
で
き
る
こ
と
を
幸
せ
に
思
う
︒

最
後
に
︑
い
つ
も
明
る
く
勇
気
づ
け
支
え
て
く
れ
る
両
親
と
夫
に
︑
心
か
ら
感
謝
の
気
持
ち
を
贈
り
た
い
︒

二
〇
一
七
年
一
月

寺
本
敬
子
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