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項
を
加
え
、
同
九
年
、
近
代
の
科
学
・
産
業
技
術
に
か
か
わ
る
選
産
を
歴
史
資

料
と
し
て
重
要
文
化
財
に
初
め
て
指
定
し
、
そ
の
保
護
に
積
極
的
に
取
り
組
ぢ

こ
と
と
な
っ
た
。

先
述
の
よ
う
に
、
美
術
、
特
に
絵
画
部
門
に
お
い
て
は
、
昭
和
―
―

-0年
よ
り

近
代
画
の
指
定
を
始
め
、
平
成
九
年
ま
で
に
日
本
画
一
八
件
＇
洋
両
―
一
件
を

指
定
し
て
き
た
し
、
彫
刻
部
門
で
も
近
代
彫
刻
―
二
件
を
指
定
し
て
き
た
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
数
は
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
拡
充
が
懸
案

事
項
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
以
上
の
よ
う
な
近
代
文
化
遺
産

に
対
す
る
動
向
に
即
し
て
、
平
成
一

0
年
度
に
は
近
代
美
術
の
専
門
家
に
よ
る

「
近
代
美
術
の
保
存
に
関
す
る
懇
談
会
」
を
都
合
三
回
開
催
し
、
近
代
の
絵
画

及
び
彫
刻
に
つ
い
て
、
将
来
的
に
重
要
文
化
財
指
定
の
候
捕
と
な
る
べ
き
作

家
・
作
品
に
つ
い
て
討
議
，
検
討
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
成
果
は
早
速
、
黒

田
清
輝
筆
『
湖
畔
』
ほ
か
今
年
度
の
重
要
文
化
財
指
定
に
反
映
す
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
今
払
区
、
近
代
美
術
の
指
定
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
指
定
に
よ
る
保
談
の
施
策
以
外
に
お
い
て
も
、
文
化
庁
や
国
立
近
代

美
術
館
な
ど
で
は
、
国
に
よ
る
買
上
げ
等
収
集
に
努
め
、
国
立
博
物
館
及
び
近

代
美
術
館
に
お
い
て
公
開
活
用
と
保
存
管
理
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
．
東
京

国
立
文
化
財
研
究
所
で
は
、
近
代
美
術
の
美
術
史
的
な
調
査
。
研
究
と
並
ん
で
、

「
近
代
の
文
化
遺
産
」
の
修
復
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の

成
果
は
様
々
な
場
に
具
体
的
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

重
要
文
化
財
指
定
は
、
近
代
美
術
の
保
護
策
と
し
て
は
一
端
を
担
う
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
が
、
縄
文
時
代
に
遡
る
わ
が
国
文
化
遺
産
の
流
れ
の
上
に
正
当

に
位
置
つ
け
、
国
に
よ
る
保
存
を
図
る
こ
と
が
、
文
化
財
と
し
て
の
近
代
美
術

作
品
の
認
識
を
高
め
、
そ
の
保
護
に
対
す
る
関
心
が
い
や
増
す
こ
と
を
期
待
す

る
も
の
で
あ
る
。

の
について

美術工芸課

日
、
全
国
的
に
近
代
的
な
設
備
を
持
っ
た
博
物
館
。
美
術
館
が
建
設
さ

今
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
虻
扇
品
の
充
実
と
展
覧
喜
動
の
展
開
に
大

き
な
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
美
術
品
の
中
に
近
代
美
術
の

占
め
る
割
合
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
特
に
、
美
術
館
に
招
い
て
は
、

古
美
術
品
よ
り
も
近
代
美
術
作
品
が
多
数
存
し
て
い
る
こ
と
や
、
時
代
が
近
い

こ
と
も
あ
っ
て
多
く
の
人
勺
に
親
し
み
や
す
い
こ
と
等
の
た
め
に
、
近
代
美
術

の
収
蔵
及
び
展
覧
会
に
力
を
入
れ
て
い
る
館
が
多
い
と
思
わ
汎
る
。

「
近
代
美
術
」
と
い
う
場
合
、
江
戸
時
代
以
前
の
美
術
と
区
別
し
て
明
治
時
代

以
後
の
美
術
を
指
し
て
い
る
が

r

こ
の
ほ
か
に
、
↓
「
現
代
美
術
」
と
も
区
別
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
見
落
と
せ
な
い
。
ど
こ
で
近
代
が
終
わ
り
、
ど
こ
か
ら
現

代
が
始
ま
る
か
と
い
う
の
は
か
な
り
本
質
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
ふ
つ

う
に
は
昭
和
二

0
年
を
区
分
点
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
美
術
と
は
明
治

時
代
か
ら
戦
前
ま
で
、
時
代
的
に
は
明
治
；
大
正
。
昭
和
の
前
半
を
含
み
、
一

九
世
紀
の
後
期
か
ら
―

10世
紀
の
半
ば
近
く
ま
で
の
美
術
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

明
治
元
年
か
ら
今
日
ま
で
に
す
で
に
約
一
三

0
年
が
経
過
し
て
お
り

f

．
近
代
美

術
と
い
え
ど
も
保
存
上
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
は
包
し
ろ
当
然

と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
の
価
値
評
価
に
つ
い
て
も
、
中
に
は
未
だ
そ
の
評
価
に

大
き
な
差
異
が
存
し
て
い
る
作
晶
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
作

品
を
美
術
史
こ
又
化
史
の
上
に
正
し
く
位
置
づ
け
る
作
業
が
今
後
に
期
待
さ
九

て
い
る
。

さ
ズ
文
化
庁
で
は
、
「
文
化
財
保
護
法
」
に
基
づ
い
て
種
々
の
文
化
財
保
護

行
政
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
、
文
化
財
を
保
存
し
、
か
つ
そ
の
活
用
を

図
り
、
も
っ
て
国
民
の
文
化
的
向
上
に
資
す
る
と
と
も
に
、
世
界
文
化
の
進
歩

に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
文
化

財
L

に
は
多
様
な
形
態
を
と
っ
た
文
化
的
所
産
が
含
ま
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
美
術

と
い
う
言
葉
で
く
く
ら
れ
る
絵
画
。
彫
刻
二
工
芸
。
書
跡
等
の
遺
品
に
つ
い
て

も
、
わ
が
国
の
歴
史
上
あ
る
い
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
が
国
宝
。
霊
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
、
国
に
よ
る
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
あ
る

c)

そ
の
中
で
、
明
治
時
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
近
代
美
術
の
重
要
文
化

財
指
定
も
、
昭
和
―
―

-0年
以
降
断
続
的
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
る
。

近
年
、
特
に
近
代
の
文
化
遺
産
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
文
化
庁
文
化
財

保
護
部
で
は
「
近
代
の
文
化
遺
産
の
保
存
。
活
用
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者

会
議
」
を
平
成
六
年
よ
り
開
催
し
、
記
念
物
、
建
造
物
、
美
術
＇
麿
史
資
料
、

生
活
又
化
・
技
術
の
四
分
野
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
分
科
会
を
設
け
、
そ
の
保
證

の
必
要
性
を
確
認
し
、
保
存
・
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
靡
次
報
告
を
得
た
。

こ
tL
を
受
け
て
、
近
代
遺
産
と
し
て
産
業
。
交
通
。
土
太
に
関
す
る
建
造
物
を

保
護
対
象
と
し
、
さ
ら
に
平
咸
八
年
江
は
美
術
工
芸
課
に
お
い
て
も
、
文
化
財

保
護
法
に
定
め
る
歴
史
資
料
の
指
定
基
準
を
一
部
改
王
し
て
「
科
学
技
術
」
の
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代
美
術
の
保
設
と
い
う
テ
ー
マ
で
依
頼
を
受

ナ
．
て
と
き
、
ま
ず
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
美

斤ー
i
}
/
 

ヽ
育
ふ

術
館
と
い
う
現
場
で
働
い
て
い
た
と
き
に
ぶ
つ
か
っ

た
い
く
つ
か
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
依
頻
の
趣

旨
は
、
文
化
庁
が
進
め
て
い
る
文
化
財
保
護
施
策
の

一
環
と
し
て
の
近
代
美
術
の
鼠
要
文
化
財
指
定
に
か

か
わ
る
こ
と
を
書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

頷
論
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
悶
心
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
最
初
に
若
干
の
感
想
を
記
そ
う
と
思
う

が
、
．
砂
し
ろ
こ
の
磯
会
に
書
い
て
お
き
た
い
こ
と
の

主
点
は
、
美
術
縮
に
お
け
る
美
術
品
保
護
の
間
題
で

あ
る
。近

代
美
術
の
う
ち
最
初
に
置
要
文
化
財
に
指
定
さ

汎
た
の
は
、
狩
野
芳
崖
の
玉
ふ
岬
明
王
」
二
八
八
八

年
）
と
「
悲
母
観
音
」
（
同
）
、
橋
本
痙
邦
の
「
白
雲

紅
樹
」
（
一
八
九

0
年
）
と

i'
龍
虎
図
」
(

l

八
九
五

年
）
の
四
件
で
、
た
し
か
一
九
五
五
年
戸
こ
た
は
ず

て
あ
る
。
以
来
一
九
八
二
年
ま
て
に
、
日
本
面

lo

作
家
＿
八
件
、
洋
画
七
作
家
一
―
件
、
彫
刻
一
一
作
家

三
件
が
指
定
さ
れ
、
．
そ
れ
か
ら
一
七
年
閏
の
い
さ
さ

苦
い
思
い
を
抱
く
人
は
決
し
て
少
な
く
な
い
だ
ろ
、
う
。

た
し
か
に
難
し
い
問
題
炉
あ
る
は
ず
た
が
、
文
化
財

保
護
は
西
洋
美
術
に
も
及
ぶ
べ
き
だ
と
私
も
願
っ
て

い
る
一
人
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
評
題
は
あ
る
に
せ
よ
、

一
七
年
ぶ
り
に
近
代
美
術
の
重
文
指
定
が
再
開
さ
れ

た
こ
と
は
飲
迎
す
べ
き
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

＊

＊

 

さ
て
、
は
じ
め
に
書
い
た
よ
う
に
、
近
代
芙
術
の

保
謹
と
聞
い
て
す
ぐ
私
が
念
頭
に
思
い
洋
か
ぺ
た
こ

と
は
、
き
わ
め
て
現
場
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
国
立
近
代
芙
術
館
は
京
橋
の
小
さ
な
ビ
ル

の
立
ち
並
ぶ
中
の
四
階
建
て
の
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た

建
物
で
あ
っ
た
。
私
が
そ
こ
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
一
九
六
三
年
で
、
~
今
で
も
鮮
明
に
脳
裏
に
焼

き
付
い
て
い
る
の
は
、
地
下
に
あ
っ
た
収
蔵
庫
の
こ

と
で
あ
る
。
収
蔵
庫
は
三
室
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、

年
々
増
え
る
収
蔵
品
の
た
め
に
す
で
に
狭
饂
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
も
、
当
時
ス
ク
リ
ー
ン
と
呼
ん
で
い

た
ラ
ッ
ク
の
な
か
に
は
動
か
な
く
な
っ
て
い
る
も
の

が
か
な
り
あ
っ
た
。
ラ
ッ
ク
は
今
は
ど
こ
の
美
術
館

で
も
使
っ
て
お
り
、
要
す
る
に
軸
、
巻
子
、
屏
風
な

ど
の
特
殊
な
形
状
以
外
の
絵
画
を
空
間
を
節
約
し
て

効
果
的
に
収
納
す
る
可
動
式
の
網
戸
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
引
き
出
し
て
展
示
室
か
ら
降

ろ
さ
れ
た
絵
や
他
館
に
貸
し
て
戻
っ
て
き
た
絵
を
そ

こ
に
掛
け
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
作
業
を
す
る

C

ふ
だ
ん
は
引
き
込
ん
で
お
い
て
、
そ
の
空
い
た
空
間

が
、
誼
員
た
ち
が
存
き
来
し
た
り
絵
を
移
動
す
る
場

所
と
な
る
。
そ
れ
が
動
か
な
い
と
な
る
と
ラ
ッ
ク
は

単
な
る
固
定
の
仕
切
り
壁
に
す
ぎ
な
い
代
物
と
な
る
。

し
か
し
作
品
は

f

そ
れ
に
も
立
て
か
け
な
け
汎
ば
収

訥
し
き
れ
な
い
。
絵
を
納
め
た
り
引
き
出
し
た
り
せ

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
館
員
は
ラ
ゾ
：
ク
と
ラ
ッ
ク

の
間
に
、
し
か
も
両
面
に
掛
か
っ
て
い
る
絵
に
触
れ

な
い
よ
り
に
注
意
し
な
が
ら

r

そ
れ
こ
そ
身
を
細
く

し
て
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
美
術
館
員
は
痩
せ

て
い
て
力
持
ち
で
な
け
れ
ば
務
ま
ら
な
い
こ
と
を
身

を
も
っ
て
実
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
状
況
の
あ
る
と
き
、
一
番
大
き
な
収
蔵
庫

に
水
が
溢
れ
て
き
て
か
な
り
の
水
位
と
な
っ
た
。
私

た
ち
は
絵
を
濡
ら
さ
な
い
よ
う
に
角
材
な
ど
を
あ
て

が
っ
て
作
品
群
に
下
駄
を
は
か
せ
る
一
方
、
床
に
た

ま
っ
た
水
を
か
き
出
す
の
に
必
死
と
な
っ
た
。
一
時

期
こ
れ
が
毎
日
の
仕
事
に
な
っ
た
。
湿
度
が
ど
う
こ

う
い
う
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
今
と
な
れ
ば
過
去

の
笑
い
話
の
類
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
州

三
十
数
年
前
の
国
立
の
近
代
美
術
館
の
収
蔵
庫
の
姿

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
さ
訊
て
い
い
こ
と
で
は
な

い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

京
都
分
館
が
独
立
し
て
国
立
近
代
美
術
館
に
「
東

京
」
の
二
文
字
が
冠
せ
ら
れ
て
後
、
一
九
六
九
年
に

美
術
館
は
現
在
の
竹
橋
、
＝
一
の
丸
公
園
の
一
角
に
新

築
さ
れ
た
建
物
に
移
っ
た
。
展
示
空
間
は
大
幅
に
拡

張
さ
れ
、
収
蔵
庫
も
安
心
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
。

ラ
ソ
ク
自
体
も
ラ
ッ
ク
を
吊
す
構
造
も
格
段
に
頑
丈

に
な
っ
て
、
桓
度
に
重
い
作
品
を
掛
け
た
ラ
ッ
ク
で

も
片
手
で
動
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な

面
で
京
橋
時
代
の
苦
い
経
験
が
生
か
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
新
館
の
収
蔵
靡
も
す
ぐ
に
手
狭

と
な
っ
て
、
：
九
八
一
年
に
美
術
館
前
庭
部
分
の
地

下
い
っ
ぱ
い
に
新
収
蔵
庫
が
で
き
た
。
こ
れ
で
ひ
と

ま
ず
は
作
品
の
収
蔵
に
息
を
つ
く
こ
と
が
で
き
た
が
、

ま
だ
気
が
か
り
な
問
題
が
二
つ
あ
っ
た
。

―
つ
は
閉
舘
時
間
に
は
辺
ら
れ
て
し
ま
う
空
調
の

閏
題
だ
っ
た
。
今
は
ま
さ
か
そ
う
で
は
な
い
と
思
う

が
f

こ
れ
は
私
が
東
京
国
立
近
代
美
術
館
を
陸
れ
る

一
九
八
九
年
ま
で
続
い
て
い
た
。
た
し
か
に
地
下
に

あ
る
収
蔵
庫
は
外
気
の
変
化
を
受
け
に
く
い
。
変
化

を
し
て
も
そ
れ
は
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
は
い
か
な
い
の
が
展
示
室
で
、
こ
と
に
一
陛
の
入

り
口
付
近
や
―
―
階
か
ら
四
階
に
か
け
て
の
大
き
な
吹

き
抜
け
の
あ
る
展
示
空
間
で
は
、
勒
と
夕
、
、
つ
ま
り

空
胴
を
入
れ
る
と
き
と
停
止
す
る
と
き
に
温
湿
度
の

変
化
は
大
き
く
現
れ
て
い
た
。
実
際
、
夏
の
蒸
し
暑

い
日
、
閉
館
後
も
四
階
の
事
務
室
に
残
っ
て
仕
事
を

続
け
て
い
る
と
き
な
ど
、
汗
が
吹
き
出
て
き
て
閉
口

し
た
も
の
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
温
湿
度
の
変
化

が
綬
慢
な
の
は
ま
だ
し
も
、
急
な
変
化
、
そ
れ
も
繰

り
返
さ
れ
る
変
化
は
作
品
の
保
震
上
ま
こ
と
に
好
ま

し
く
な
い
。
常
設
展
示
室
に
並
ぶ
作
品
、
つ
ま
り
は

~
~
~
:
~
i
:
~
~
~
~
~
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：

~
l
,
i
 

か
長
す
ぎ
る
休
止
期
が
あ
っ
て
、
今
年
六
月
に
土
田

麦
倦
「
湯
女
し
（
一
九
一
八
年
）
、
村
上
華
岳
「
日
高

河
清
姫
図
」
(
-
九
一
九
年
）

f

黒
田
清
郎
「
湖
畔
'l

ニ
八
九
七
年
）

r

高
村
光
雲
「
老
猿
」
(
-
八
九
二
年
）

の
四
件
の
指
定
の
発
表
が
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
遅
々

た
る
歩
み
で
は
あ
る
が
、
今
俊
近
代
美
術
に
つ
い
て

の
指
定
は
善
実
に
進
ん
で
い
，
ヽ
こ
と
に
な
ろ
う
。

昨
年
、
群
馬
県
立
近
代
美
術
誼
長
の
中
山
公
男
氏

が
『
中
央
公
諭
』
一
〇
月
号
に
書
か
九
た
「
日
本
の

美
術
行
政
を
憂
う
」
と
い
う
一
文
閏
現
在
の
美
術

誼
が
抱
え
込
ん
て
い
る
様
々
な
問
題
を
明
瞭
に
把
握

言
る
の
に
非
常
に
参
考
に
な
る
も
の
て
あ
っ
た
し
、

同
時
に
国
の
文
化

i

吋
政
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
件

っ
た
提
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
詭
文
の
最
後
の
ほ
う
で
、

古
文
化
財
や
伝
統
芸
能
な
ど
に
関
し
て
は
文
化
財
保

襲
の
手
厚
い
施
策
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
近
代
美
術
や
西
洋
美
術
は
こ
の
文
化
財
の
範
醗
に

入
ら
な
い
し
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
は
、
西
洋
美
術

は
と
も
か
く
、
近
代
美
術
に
つ
い
て
は
た
と
え
古
文

化
財
に
比
べ
て
微
々
た
る
も
の
て
あ
っ
て
も
指
定
が

名
古
屋
芸
術
大
学
教
授
宴
[
野
T

徹

近
代
美
術
の
保

—
美
員
と
し
て
の
経
験
か
ら

進
ん
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
に
つ

い
て
は
当
た
っ
て
い
な
い
。

現
在
東
京
国
立
近
代
美
術
館
の
目
宝
作
品
の
一
っ

と
な
っ
て
い
る
岸
日
劉
生
の

i

道
路
と
土
手
と
塀
（
切

通
之
写
生
）
L

（
一
九
一
五
年
）
は
一
九
七
一
年
の
重

文
指
定
当
時
は
個
人
の
所
蔵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

国
が
こ
の
作
品
を
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

非
諌
税
と
い
う
売
り
手
へ
の
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か

ら
に
違
い
な
い
。
近
代
美
術
の
う
ち
、
重
文
指
定
の

作
品
の
多
く
は
国
の
桶
設
か
あ
る
い
は
す
で
に
し
か

る
べ
き
美
術
館
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
劉
生
の
作
品
の
よ
う
な
例
は
そ
う
頻
繁
に
比
て

く
る
も
の
て
は
な
い
が
、
し
か
し
公
私
立
の
美
術
館

が
重
文
指
定
の
作
品
を
唱
入
す
る
機
会
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
国
の
よ
う
に
有
利
な
立
場
に
は
立
て
な
い
。

周
知
の
と
お
り
、
非
課
税
と
な
る
の
は
既
指
定
の
作

品
を
国
立
機
関
が
買
い
取
る
際
に
限
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
西
洋
葵
術
に
つ
い
て
は
、
中
山

氏
の
言
う
と
お
り
こ
の
施
策
の
埒
外
に
あ
る
ま
ま
で

忠
る
。西

洋
美
術
は
、
こ
と
さ
ら
言
う
ま
て
も
な
ど
、
ビ
本

の
近
代
美
術
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
ば
か
り
か
、

日
本
人
の
感
性
そ
の
も
の
に
も
無
視
で
き
な
い
感
化

を
及
ぽ
し
続
け
て
い
る

-
3

か
つ
て
経
済
の
好
況
斯
に

数
多
く
流
入
し
た
西
洋
美
術
の
う
ち
、
そ
の
優
品
か

ら
再
び
悔
外
に
出
て
い
く
も
の
が
あ
る
こ
と
を
耳
に

す
る
た
び
、
も
う
少
し
何
と
か
な
ら
な
い
も
の
か
と
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収
蔵
品
の
う
ち
の
重
要
度
の
高
い
作
品
が
毎
日
二
度

の
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

私
が
覚
え
て
い
る
こ
と
で
、
温
湿
度
の
急
激
な
変

化
が
作
品
に
劇
的
に
作
用
し
た
例
が
あ
る
。
ま
だ
京

橋
時
代
の
あ
る
企
画
畏
の
と
き
で
あ
っ
だ
が
、
大
型

の
日
本
画
の
一
点
が
展
示
室
で
左
下
隅
か
ら
中
央
に

か
け
バ
リ
ッ
と
裂
け
た
の
で
あ
る
。
真
冬
の
こ
と
で
、

和
風
の
民
家
の
暖
房
の
な
い
部
屋
に
あ
っ
た
の
を
借

り
て
き
て
展
示
室
に
掛
け
た
と
こ
ろ
、
朝
、
空
調
が

入
っ
て
こ
の
事
故
が
生
じ
た
。
支
持
体
の
和
紙
を
張

っ
て
あ
る
木
枠
材
が
完
全
に
枯
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
の
原
因
は
、
室
温

の
急
上
昇
と
湿
度
の
低
下
に
あ
っ
た
。

も
う
―
つ
の
問
題
は
、
保
存
科
学
も
し
く
は
修
復

の
専
門
家
が
長
い
間
職
員
に
い
な
か
っ
た
こ
と
で
、

こ
れ
は
今
も
同
じ
で
あ
る
。
私
自
身
も
在
祇
中
に
そ

う
し
た
専
門
家
の
必
要
を
も
っ
と
熱
心
に
要
望
す
べ

き
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
な
か
っ
た
怠
慢
を
問
わ
れ

れ
ば
返
す
言
葉
も
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
は
や
や
弁
解

め
い
た
こ
と
に
な
る
摯
、
人
享
上
の
事
柄
で
強
く
主

張
で
き
な
か
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

愛
知
県
に
移
っ
て
新
美
術
館
鳴
設
の
際
、
保
存
科
学

の
専
門
職
員
を
学
芸
員
の
う
ち
に
加
え
た
の
は
、
前

の
美
術
館
で
の
経
験
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
麟
員
の
ま
こ
と
に
熱
心

な
仕
事
ぶ
り
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
~
租
~
は
前
以

上
に
美
術
作
品
の
保
襲
と
い
う
酉
か
ら
の
美
術
誼
の

＊

＊

 

三
重
県
立
美
術
館
の
保
存
，
修
復
の
担
当
学
芸
員

で
あ
る
田
中
善
明
氏
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
よ
く
修
復
家
は
医
者
に
例
え
ら
れ
る
。
作
品
自

体
が
人
間
の
よ
う
に
自
然
回
復
す
る
能
力
を
持
た
な

い
こ
と
を
考
文
る
と
、
医
者
の
な
か
で
も
歯
科
医
に

近
い
て
あ
ろ
う
。
歯
の
治
療
と
同
じ
で
、
修
復
に
よ

っ
て
作
品
の
劣
化
速
度
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
て
も

完
全
な
回
復
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
修
復
に
よ
っ

て
状
態
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
一
方
で
、
多
く

の
情
穀
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
覚
悟
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
（
『
現
代
美
術
館
学
』
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
と
。

田
中
氏
が
言
う
よ
う
に
、
作
品
の
修
復
に
は
細
心

の
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に

作
品
に
手
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
以
前
に
心
が

け
る
べ
き
は
、
作
品
の
健
康
状
態
を
良
好
に
維
持
す

る
た
め
に
そ
の
環
境
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
健
康
状
態
に
異
状
が
生
じ
た
と
き
、
で
き
る
だ
け

早
く
そ
の
徴
候
を
発
見
し
処
置
を
施
せ
ば
、
手
術
を

要
す
る
ほ
ど
の
病
状
に
ま
で
進
砂
の
を
阻
止
で
き
る
°

だ
が
、
現
状
か
ら
言
え
ば
日
本
の
近
代
美
術
の
多
く

は
決
し
て
良
好
と
は
言
え
な
い
環
境
の
な
か
に
置
か

れ
て
き
た
。
病
状
が
進
ん
で
き
て
い
る
も
の
も
少
な

く
な
い
。
病
状
を
的
確
に
判
断
し
、
そ
の
進
行
を
抑

え
る
た
め
に
は
、
患
者
の
状
態
を
常
に
見
守
っ
て
い

る
医
師
r

美
術
館
で
言
え
ば
保
存
・
修
復
の
専
門
職

員
が
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
美
術
品
の

環
境
と
個
々
の
作
品
へ
の
対
し
方
の
霊
要
此
を
強
く

認
瓢
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
し
か
に
、
日
セ
美
術
作
品
に
接
し
て
い
る
学
芸

職
員
は
、
そ
の
経
験
か
ら
作
品
に
あ
る
変
化
が
生
じ

た
の
を
見
逃
さ
な
い
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
そ
礼
も
河

か
と
ぶ
つ
か
っ
た
り
、
こ
す
れ
た
り
し
た
と
き
生
じ

た
外
傷
、
支
持
体
と
絵
具
層
そ
れ
ぞ
れ
が
長
い
時
間

を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
し
遊
雌
が
超
こ
っ
た
結

果
の
絵
具
層
の
亀
裂
や
倒
落
、
あ
る
い
は
湿
気
の
た

め
に
出
て
き
た
し
み
な
ど
、
新
し
い
傷
口
や
現
象
が

目
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
と
ど
ま
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か

r)

も
う
三

0
年
近
く
前
の
こ
と
だ
が
、
窓
マ
ッ
ト
の

あ
る
台
紙
に
入
っ
た
ド
ロ
ー
！
，
ン
グ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
芙
術
館
に
貸
し
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
美
術

館
か
ら
作
品
の
無
事
到
着
を
知
ら
せ
る
手
紙
に
、
作

品
が
台
紙
に
セ
ロ
テ
＼
ー
プ
で
と
め
て
あ
る
炉
、
こ
れ

は
作
品
を
著
し
く
劣
化
さ
せ
る
か
ら
、
‘
セ
ロ
テ
ー
プ

を
除
去
し
て
他
の
安
全
な
も
の
に
変
え
よ
う
と
思
う

が
ど
う
か
、
と
い
う
般
分
当
方
へ
の
非
雌
め
い
だ
胴

子
を
含
ん
だ
保
存
指
当
者
の
言
葉
忍
添
え
て
あ
っ
た
。

我
尽
は
作
品
を
窓
マ
ッ
ト
の
ま
ま
見
て
、
そ
れ
が
台

紙
に
セ
ロ
テ
ー
プ
で
と
め
て
あ
る
の
に
迂
闊
に
も
気

づ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
二
に
、
私
自
身

の
恥
を
白
状
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
セ
ロ
テ
、
プ
の

作
用
が
紙
の
作
品
に
重
大
な
変
化
を
招
く
こ
と
を
そ

の
時
分
ま
だ
よ
く
認
誠
し
て
い
な
か
っ
た
。

、
必
,
`
,
'
,
＇i,9
9
~

ー
ー
ー

1

収
集
と
晨
冗
企
画
展
の
立
案
と
室
爺
天
普
及
広
報

な
ど
様
々
な
美
術
館
活
動
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
一

般
学
芸
職
員
が
片
手
間
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

愛
知
県
美
術
館
の
開
館
当
初
、
保
存
科
学
の
担
当

職
員
が
最
初
に
行
っ
た
こ
と
は
、
作
品
が
置
か
れ
る

場
所
、
す
な
わ
ち
収
蔵
庫
と
展
示
室
の
環
境
状
態
の

把
握
と
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
っ
た

C

美
術
館
の

収
蔵
庫
は
愛
知
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
と
い
う
複
合
施

設
の
五
階
と
六
階
に
あ
り

f

展
示
室
は
一

0
階
に
位

置
し
て
い
る
。
こ
の
複
雑
な
様
構
の
霞
気
二
空
調
な

ど
の
機
械
設
儲
は
―
つ
の
部
門
に
一
元
化
さ
れ
て
運

転
さ
れ
て
い
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
剥
場
な
ど
と

美
術
館
は
空
調
に
つ
い
て
も
異
な
っ
た
条
件
が
要
求

さ
れ
る
。
械
械
設
楯
の
担
当
者
と
美
術
舘
の
保
存
担

当
職
員
と
が
何
度
と
な
く
討
議
を
重
ね
た
。
今
、
収

蔵
庫
と
展
示
室
に
骰
置
さ
れ
て
い
る
自
記
湿
湿
度
計

が
変
化
の
波
を
さ
ほ
ど
大
き
く
示
さ
ず
、
ほ
ぽ
一
定

の
水
平
線
を
描
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
担
当
職
員
の

努
力
の
た
ま
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

現
在
私
の
知
る
限
り
、
近
代
美
術
を
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
中
心
と
し
て
い
る
全
国
の
囲
公
私
立
の
美
術
館

の
う
ち
、
保
存
科
学
も
し
く
は
修
復
の
専
門
職
員
を

置
い
て
い
る
の
は
、
国
立
西
洋
美
術
館
、
プ
リ
ヂ
ス

ト
ン
美
術
館
、
愛
知
県
美
術
館
、
三
重
県
立
美
術
館
、

愛
媛
県
立
美
術
館
の
五
館
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
ま
ま

で
は
日
本
の
美
術
館
の
大
部
分
は
一
―
一
世
紀
を
迎
え

て
も
、
な
お
片
肺
飛
行
を
強
い
ら
れ
る
に
違
い
な
い

の
で
あ
る
。

作
品
の
変
化
に
気
づ
く
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い
よ

り
数
段
ま
し
で
あ
る
。
だ
が

r

状
態
変
化
が
生
じ
た

と
き
に
ど
う
す
る
か
。
専
門
家
が
館
内
に
い
な
け
れ

ば
、
外
郭
の
し
か
る
べ
き
修
復
家
に
修
理
を
依
頼
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
グ
ー
ス
で
思
い
出
す
の
は
、

あ
る
損
傷
を
被
っ
た
作
品
を
修
復
に
出
し
て
、
そ
れ

が
戻
っ
て
き
て
か
ら
、
以
前
に
は
あ
っ
た
そ
の
絵
の

生
き
生
き
し
た
色
詞
が
か
な
り
弱
ま
っ
た
よ
う
な
印

象
を
受
け
た
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
原
因
は
私
に
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
修
復
の
方
法
に
何
ら
か
の
問

題
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

専
門
職
員
が
い
て
も
、
少
し
規
模
の
大
き
な
美
術

館
に
な
れ
ば
一
人
や
二
人
で
全
収
蔵
品
を
扱
う
の
は

困
帷
で
あ
る
。
数
量
の
間
題
ば
か
り
で
は
な
い

C

絵

画
作
品
だ
け
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
狐
特
の
絵
具
、

溶
剤
、
支
持
体
に
よ
る
油
彩
画
、
日
本
画
、
・
水
彩
画
、

版
画
な
ど
が
あ
り
、
近
年
は
伝
統
的
な
画
村
に
よ
ら

な
い
多
種
多
様
な
素
杞
炉
用
い
ら
れ
る
作
品
が
増
え

て
い
る
。
当
然
な
が
ら
外
部
の
修
復
家
に
依
頼
す
る

場
合
も
出
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
専
門
の
朦

員
は
そ
の
知
議
と
経
験
か
ら
作
品
に
生
じ
た
変
化
の

原
因
を
一
般
学
芸
職
員
よ
り
も
深
く
把
握
す
る
は
ず

で
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
処
置
を
と
る
か
に
つ

い
て
も
外
部
の
修
復
家
と
十
分
に
検
討
す
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
作
品
の
村
質
の
違
い
に
よ
っ
て
、
ま
た

作
品
に
生
し
た
変
化
や
損
傷
の
度
合
い
に
よ
っ
て

p
.

ど
の
修
復
家
に
依
頼
す
へ
き
か
も
考
え
る
で
あ
ろ
う
。

＊

＊

 

最
初
に
近
代
美
術
の
重
要
文
化
財
指
定
の
こ
と
に

触
れ
た
が
、
ち
な
み
に
東
京
国
立
近
代
美
術
館
の
所

蕨
品
の
う
ち
一
九
八
二
年
ま
で
に
そ
の
指
定
を
受
け

た
の
は
菱
田
春
草
「
賢
首
菩
薩
，
」
（
一
九

0
九
年
）
、

川
合
玉
堂
「
行
く
春
」
(
-
九

l

六
年
）
、
横
山
大
観

「
生
々
流
転
」
(
-
九
二
三
年
）
、
岸
田
劉
告
道
路
と

土
手
と
塀
（
切
通
之
写
生
）
L

（
一
九
一
五
年
）
、
中
村

興
「
エ
ロ
ジ
ェ
ン
コ
氏
の
像
」
(
-
九
二

0
年
）
の
五

点
て
あ
り
、
こ
れ
に
今
↑
詈
土
田
麦
愕
「
湯
女
」
(

l

九
一
八
年
）
と
村
上
華
岳
「
日
高
河
清
姫
図
」
(
-
九

一
九
年
）
の
二
点
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
美
術
館
の
所

蔵
品
の
質
の
高
さ
か
ら
言
っ
て
、
今
後
指
定
さ
れ
る

作
品
は
次
第
に
増
え
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て

今
や
東
京
国
立
近
代
美
術
館
の
コ
ぃ
ク
シ
ョ
ン
は
、

量
・
質
と
も
に
私
が
職
員
と
し
て
入
っ
た
頃
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
に
充
実
し
、
重
文
指
定
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
日
本
の
近
代
美
術
を
系
統
的
に
鑑
賞

で
き
る
国
内
唯
一
の
大
美
術
館
に
成
長
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
日
本
の
近
代
美
術
の
代
表
作
を
次
世
代
に

良
好
な
姿
で
伝
え
て
い
く
た
め
に
も
、
東
京
国
立
近

代
美
術
館
は
保
存
科
学
や
修
復
を
専
門
と
す
る
職
員

を
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
現
模
か
ら
考
え
て
最
低
で

も
二
人
は
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
職
員
の
採
用

を
早
急
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
て

い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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を
保
護
し
、
何
を
振
興
す
る
の
か
ー
—
近
代

ぐ
も
現
代
で
麦
ま
た
今
で
も
あ
る
こ
の
問

可,1-

題
は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
歴
史
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
と
り
、
未
来
に
対
し
て
ど
の
よ

う
に
現
在
を
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
価
値
観
の
問

題
に
行
き
当
た
る
。
意
味
を
感
じ
な
い
も
の
を
保
謡

し
た
り
奨
励
し
た
り
は
し
な
い
か
ら
た
。
た
だ
、
大

き
な
変
化
を
繰
り
返
し
て
き
た
近
現
代
を
研
究
し
て

い
る
と
、
特
に
美
術
の
＂
価
信
“
は
普
遣
（
あ
る
い

は
不
変
）
の
も
の
で
は
な
く
、
価
値
観
自
体
い
そ
の

時
代
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
九
る
。
「
現

在
」
（
そ
の
時
代
）
の
価
値
観
を
過
去
や
末
来
へ
投
影

す
る
こ
と
で

r

そ
の
時
代
の
「
歴
史
」
観
や
「
未
来
L

像
が
描
き
出
さ
れ
る
の
だ
。

で
は
近
代
日
本
の
価
値
観
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
。
国
民
国
家
騎
の
詰
理
に
従
え
ば
、

国
際
性
と
固
有
性
を
合
わ
せ
持
つ
r

近
代
国
家
と
し

て
の
国
民
国
家
の
文
化
を
創
り
j
]

す
こ
と
。
具
体
的

に
は
、
西
洋
性
と
ビ
本
怯
を
合
わ
せ
持
つ
日
本
型
回

民
国
家
の
美
術
を
創
り
出
す
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
よ

り
に
し
て
創
り
出
さ
れ
た
「
現
在
」
炉
、
た
と
え
ば

っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
明
治
明
の
美
術
行
政
の
具
体
的
局
面
と
し

て
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
一
っ

は
富
国
論
の
一
角
に
美
術
を
組
み
入
れ
る
こ
と
°
ニ

つ
に
は
二
等
国
し
＂
た
る
べ
き
文
化
の
象
徴
と
し
て
、

美
術
を
対
西
欧
の
文
化
戦
略
の
中
心
に
位
置
づ
け
る

こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
富
国
論
，
仁
の
美
術
振
興
と
は
殖
産
興
業
政

策
に
よ
る
当
代
輸
出
美
術
の
振
興
の
こ
と
で
、
そ
の

需
要
と
な
っ
た
の
が
一
九
世
紀
後
半
の
欧
米
を
席
巻

し
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
だ
っ
た
。
ジ
ャ
素
ニ
ス
ム
ヘ
の

輸
出
と
い
う
需
給
関
係
の
も
と
に
、
美
術
品
は
外
貨

年
獲
得
の
目
玉
商
品
（
重
要
輸
出
品
目
）
の
一
っ
と
さ

6
 

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
輸
出
額
は
明
治
中
期
で
総
輸

台月日，会
出
額
の
約
一

0
分
の
一
だ
っ
た
（
現
在
の
自
動
車
輸

出
と
ほ
ぼ
同
率
）
。
こ
の
施
策
自
体
は
、
の
ち
の
商
工

魏博国万
省
展
に
見
る
よ
う
に
昭
和
戦
前
ま
で
続
い
て
い
る
が
、

ロ
て
の
重
要
性
は
時
期
的
に
早
い
ほ
ど
大
き
く
、
特
に

明
治
一

0
年
代
半

ゥ

ば
す
ぎ
ま
で
は
当

代
美
術
に
対
す
る

政
府
の
美
術
行
政

と
し
て
は
、
殖
産

興
業
が
ほ
ぼ
唯
一

の
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
を
担
当
し

た
省
は
、
は
じ
め

肉
務
省
、
の
ち
農

東
京
芸
術
大
学
助
教
授
佐
藤
道
信

「
日
本
画
＇
＿
ゃ
「
西
洋
画
」
て
あ
り
、
「
麿
史
」
と
し
て

創
り
出
さ
れ
た
の
が
「
日
本
美
術
史
」
だ
っ
た
。
そ

し
て
そ
礼
を
官
主
導
型
で
推
進
し
具
現
化
し
て
い
っ

た
の
が
、
近
代
日
本
の
美
術
行
政
だ
っ
た
と
言
え
る
。

た
だ
こ
こ
で
の
日
本
性
と
西
洋
性
の
同
時
実
現
は
、

「
日
本
画
」
「
西
洋
画
」
の
よ
う
な
基
本
的
な
横
能
分

担
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
―
日
本
画
」
の
西
洋
化
、
あ

る
い
は
己
日
本
洋
画
＂
の
創
出
と
い
っ
た
可
逆
的
な

重
層
性
を
帯
び
て
い
る
。
「
日
本
美
術
史
」
も
、
西
洋

風
の
分
類
体
系
て
日
平
美
術
の
歴
史
を
語
っ
た
も
の

だ
。
こ
芍
し
た
が
『
あ
わ
付
技
“
の
基
本
詰
理
と
し
て

機
詣
し
た
の
が
、
西
欧
の
制
度
の
援
用
に
よ
っ
て
「
近

代
日
本
」
を
割
り
出
す
と
い
巧
＇
”
和
魂
洋
才
“
の
謡

理
だ
っ
た
。
こ
れ
は
軍
事
・
政
治
・
怪
済
体
制
の
整

備
に
も
共
透
す
る
論
琲
だ
っ
た
が
、
美
術
行
政
も
ま

た
、
基
本
的
に
こ
の
路
線
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
で
は
近
代
の
美
術
行
政
は
、
真
体
的
に
何
を
と

の
よ
う
に
行
っ
た
の
か
。

実
は
こ
こ
で
、
”
何
を
、
ど
の
よ
う
に
“
を
考
え
る

た
め
に
は
、
々
な
ぜ
“
も
し
く
は
ヶ
何
の
た
め
に
“
（
目

的
）
と
い
う
命
題
を
先
に
置
い
た
ほ
う
が
、
全
体
の

商
務
省
（
明
治

□四
平
設
置
）
で
あ
る
。
万
博
参
加
、

内
国
勧
業
博
覧
会
の
開
倍
、
初
期
の
惇
物
誼
a

美
術

飽
な
ど
も
、
す
べ
て
殖
産
興
業
政
策
下
の
事
業
や
横

構
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
。
さ
ら
に
「
美
術
」
「
絵

直
ぶ
匂
刻
」
「
工
芸
」
と
い
っ
た
概
念
用
語
も
、
殖

産
興
業
関
連
の
事
業
や
機
構
の
中
て
成
立
し
て
い
る

か
ら
（
西
洋
美
術
の
ジ
ャ
ン
ル
概
念
の
翻
訳
と
し

て
）
、
現
在
に
至
る
「
美
術
」
の
基
本
体
制
は
、
日
本

で
は
ま
ず
産
業
経
済
政
策
の
中
で
成
立
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。

た
だ
、
こ
の
殖
産
興
業
で
の
美
術
振
興
の
中
心
と

な
っ
た
の
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
嗜
好
を
反
映
し
て
、

ジ
ャ
ン
ル
で
言
え
ば
工
芸
品
だ
っ
た
。
欧
米
の
日
本

美
術
コ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
、
浮
世
絵
と
並
ん
で
工
芸
品

が
圧
倒
的
に
多
い
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て

崖
産
興
業
と
い
う
、
い
わ
ば
“
産
業
品
“
と
し
て
の

美
術
振
興
の
中
心
に
工
芸
が
置
か
れ
た
こ
と
が
、
エ

芸
が
美
術
か
産
業
か
と
い
う
そ
の
後
の
議
論
に
も
背

景
と
し
て
大
き
く
か
ぶ
さ
る
ご
と
に
な
る
。

一
方
、
明
治
一

0
年
代
後
半
か
ら
文
部
省
下
で
本

格
化
す
る
美
術
教
育
制
度
の
整
備
で
中
心
と
な
っ
た

の
は
、
西
洋
美
術
で
の
ジ
ャ
ン
ル
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

を
反
映
し
、
絵
画
と
彫
刻
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
殖
産

興
業
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
経
済
的
需
要
に

r

美
術
教

育
は
西
洋
美
術
の
ア
カ
デ
ミ
ー
シ
ス
テ
ム
に
、
そ
れ

ぞ
れ
照
準
を
合
わ
せ
た
振
興
が
図
ら
れ
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
こ
の
美
術
教
育
制
度
の
整
備
こ
そ
が
、
第

―
一
の
二
等
国
“
と
し
て
の
近
代
日
本
の
文
化
創
出

代
国
家
に
よ
る
美
術
行
政

ビ
ジ
ョ
ン
が
わ
か
り
や
す
い
。
目
的
と
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
め
ざ
す
べ
き
「
未
来
」
像
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ら
だ
。

日
本
で
の
「
近
代
」
を
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず

明
治
維
新
(
-
八
六
八
）
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
敗

戦
二
九
四
五
）
ま
で
と
す
れ
ば
、
同
じ
近
代
の
美

術
行
政
で
も
、
そ
の
巨
的
は
時
期
に
よ
っ
て
少
し
違

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
詞
策
が
対
国
内
、
対
国

外
の
両
面
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
同
じ
だ
が

（
も
ち
ろ
ん
行
政
の
実
効
力
は
国
内
の
み
）
、
ま
ず
明

沿
期
の
そ
れ
は
基
本
的
に
対
国
外
、
特
に
対
四
洋
を

優
先
軸
に
行
わ
れ
た
観
が
強
い
。
そ
の
キ
ー
ワ
9
9
•ド

を
挙
げ
る
な
ら
、
日
本
側
の
そ
れ
と
し
て
国
力
増
強

（
富
同
強
兵
）
、
．
脱
亜
入
欧

r

―
等
国

r

条
約
改
正
、

西
洋
側
の
そ
れ
と
し
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
だ
。

西
欧
列
強
に
よ
る
植
民
地
化
の
危
機
に
直
百
し
た

近
代
初
頭
の
日
本
に
と
っ
て

f

そ
の
回
避
の
た
め
の

国
力
増
強
と
国
家
体
制
の
整
儲
、
不
平
等
条
約
の
改

一
に
は
、
何
に
も
優
先
す
べ
き
至
上
の
命
題
（
目
的
）

ズ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
脅
威
で
も
あ
り
指
標
で
も

あ
っ
た
西
欧
の
技
術
や
制
度
を
援
用
す
る
こ
と
で
近

代
日
本
の
確
亡
を
図
ろ
う
と
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
芙

術
庁
政
も
ま
た
対
西
欧
を
基
本
軸
と
し
た
の
も
当
然

と
い
え
ば
当
然
だ
っ
た
。
時
代
状
況
で
い
え
は
、
帝

園
憲
法
こ
『
国
睾
会
の
開
設
が
明
冶
二

0
年
代
初
頭
、

治
外
法
権
の
撤
廃
が
同
―
―
七
年

r

関
税
自
主
潅
の
回

復
が
同
四
四
年
だ
か
ら
、
ほ
ほ
明
治
い
っ
ぱ
い
は
こ

の
対
西
欧
の
基
本
軸
上
に
、
美
術
も
美
術
仔
政
も
あ

明
治
二

0
年
の

東
京
美
術
学
佼

を
め
ざ
す
具
体
）3
 

的
施
策
と
な
っ

192
 

た
も
の
だ
っ
た
。
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天倉岡

の
設
置
は
そ
の

象
徴
で
あ
り
、
ウ
ェ
ノ
ロ
サ
と
岡
倉
天
心
も
こ
こ
で

登
場
す
る
。
次
い
で
明
治
一

l
0年
代
以
降
に
続
々
と

結
成
さ
れ
る
各
種
の
美
術
団
体
も
、
大
筋
に
お
い
て

こ
の
路
線
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
大
統
合

す
る
か
た
ち
で
明
治
四

0
年
に
関
殷
さ
れ
た
官
設
展

が
”
文
部
省
“
美
術
展
覧
会
（
文
展
）
だ
っ
た
こ
と

も
、
”
一
等
国
“
と
し
て
の
文
化
制
度
の
整
備
と
し
て

解
釈
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
文
展
は
フ
ラ
ン
ス
の
サ

ロ
ン
に
な
ら
っ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
な
お
対
西
欧

の
基
軸
上
の
制
度
移
植
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
大
正
八
平
文
部
省
下
に
設
置
さ
れ
た
帝
国
美

術
院
（
昭
和
―
二
年
帝
同
芸
術
院
）
も
、
こ
の
路
線

上
に
あ
る
。

ま
た
明
治
二
三
年
に
宮
内
省
下
に
設
置
さ
れ
、
・
第

二
次
世
界
大
戦
時
ま
で
存
読
し
た
帝
室
技
芸
員
制
度

も
、
皇
室
に
よ
る
当
代
美
術
家
の
優
遇
保
護
制
度
と

し
て
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
西
欧
の

ロ
イ
ヤ
ル
。
ア
カ
デ
ミ
ー
制
度
に
な
ら
っ
た
こ
の
帝

室
技
芸
員
と
帝
国
美
（
芸
）
術
院
制
度
の
二
つ
が
、

近
代
に
お
け
る
当
代
作
家
の
顕
彰
制
度
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
当
代
美
術
振
興
と
並
ん
で

二
等
国
“
の
文
化
創
出
の
一
方
を
担
っ
た
重
要
な
施

II 文化庁月報 1999 0 8 文化庁月報 1999.8 IO 
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喜

扇

．を
俯
詭
し
て
み
る
と
、
ち
ょ
う
ど
文
展
開
設
（
明
治

四

0
年
）
あ
た
り
か
ら
行
政
の
基
本
釉
が
対
西
欧
か

ら
対
国
内
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
す
る
。
や
や
仮
説
の
域
を
出
な
い
の
だ
が
、

こ
の
頃
以
降
の
美
術
界
の
動
向
を
見
て
も
「
日
本
画
」

に
対
す
る
「
国
画
L

概
念
の
勃
興
や
（
明
治
四

0
年

国
画
玉
成
会
、
大
正
七
年
国
画
創
作
協
会
）
、
琳
派
や

宗
達
・
大
和
絵
の
再
評
価
と
新
興
大
和
絵
会
（
大
正

1
0年
）
な
ど
の
結
成
、
江
戸
南
両
や
浮
世
絵
の
再

評
価
な
ど
、
日
本
美
術
の
畠
国
有
性
“
の
部
分
の
ほ

う
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
く
。
考
古
学
の
発
掘
胴
査

が
本
格
化
す
る
の
も
こ
の
頃
か
ら
だ
。

文
展
や
帝
展
、
帝
国
美
術
院
な
ど
は
、
．
た
し
か
に

西
欧
の
サ
ロ
ン
や
ア
カ
デ
ミ
ー
制
度
の
移
植
だ
っ
た

が
、
そ
の
実
質
的
な
活
動
は
、
明
治
期
の
よ
う
な
対

西
欧
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
い
う
よ
り
、
や
は
り
対
国

内
の
美
術
振
興
と
し
て
機
能
し
た
性
格
が
強
い
。
た

だ
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
の
新
た
な
動
向
と
し
て
注
目

さ
れ
る
の
は
、
朝
鮮
美
術
展
覧
会
や
台
湾
美
術
展
覧

会
な
ど
文
展
の
植
民
地
版
と
も
い
う
べ
き
統
治
下
で

の
官
設
展
が
始
ま
る
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
は
対
団

内
の
基
本
軸
に
、
対
東
洋
と
い
う
新
た
な
対
外
軸
を

加
え
て
考
え
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
は

近
年
、
ア
ジ
ア
各
国
で
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
る
近
代

美
術
の
再
検
柾
が
関
係
す
る
の
も
こ
の
部
分
だ
。
さ

ら
に
昭
和
戦
前
期
の
美
術
行
政
は

"
p

国
家
統
制
へ
と

ひ
た
走
る
こ
と
に
な
る
。
二

0
世
紀
全
体
の
総
括
期

に
入
っ
た
今
、
こ
の
負
の
時
代
の
正
確
な
位
置
づ
け

特集／近代美術の保護の推進
帝室博物館1日本館（明治 15年開饂院東大要

災まで＼

策
と
し
て
、
官
製
バ
旱
令
美
術
史
」
の
編
纂
が
あ
っ

た
。
い
わ
ば
「
歴
史
」
観
の
創
出
で
あ
る
。
こ
れ
を

古
美
術
に
対
す
る
顕
彰
と
し
て
見
れ
ば
、
近
代
日
本

は
「
過
去
’
-
「
現
在
L

の
双
方
に
対
し
て
顕
形
と
制
度

化
を
図
っ
た
と
言
え
る
。
初
の
官
製
日
本
美
術
史
『
稿

本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
が
明
治
―
―
―
―
―
―
年
の
パ
リ
万

溶

□第
二
の
官
製
日
本
美
術
史
で
あ
る
『
特
別
保

襲
延
造
物
及
同
宝
帖
』
が
同
四
三
年
の
日
英
噂
に
出

品
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
れ
が
対
西
欧
へ
の
提
示
を
俣

先
に
編
築
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の

1

日
本
美
術
史
」
の
構
築
を
支
え
た

の
が
、
現
在
の
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
五
年
）
に

ま
て
つ
な
苧
る
占
美
術
保
護
行
政
だ
っ
た
。
明
治
初

年
の
廃
仏
毀
釈
の
さ
な
か
ェ
古
蓋
門
物
保
存
方
」
（
明

治
四
平
）
か
ら
始
ま
る
古
美
術
屎
襲
は
、
古
芙
雨
品

の
破
壊
と
海
外
流
出
の
防
止
を
巨
的
と
し
た
点
で
は

そ
の
後
も
一
貫
し
て
い
る
。
た

だ
当
初
の
そ
れ
は
古
美
術
の
保

護
自
体
を
目
的
と
す
る
よ
り

r

良
質
の
古
芙
術
を
保

證
。
収
集
こ
肢
示
し
（
噂
物
館
）
人
々
を
啓
蒙
す
る

こ
と
で
良
質
の
当
代
愉
巳
美
術
の
振
輿
を
図
る
と
い

う
（
内
冒
勧
業
博
覧
会
で
の
美
術
詰
）
殖
産
興
業
の

捕
助
的
な
役
割
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
が
ヶ
，
古
「
美
術
」
“

と
し
て
の
保
護
を
中
心
と
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

博
物
館
が
農
商
務
省
か
ら
宮
内
省
に
移
管
（
明
治
一

九
年
）
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
て
あ
る
。

以
悛
古
美
術
保
襲
は
、
場
と
し
て
は
実
喉
に
モ

ノ
を
扱
う
博
物
賠
を
中
心
に
（
同
二
二
年
帝
国
博
物

館
、
三
―
―
一
年
帝
室
博
物
館
）
、
担
当
省
と
し
て
は
宮
内

雀
と
宗
教
行
政
を
行
う
内
務
省
（
古
朴
寺
に
作
品
が

多
い
た
め
）
、
組
織
と
し
て
は
翌
時
全
国
宝
物
取
胴
局

三
一
年
、
宮
内
省
）
・
古
社
寺
保
存
会
（
二
九
年
、

内
務
省
）
、
法
悼
と
し
て
は
古
社
寺
保
存
法
(
-
―

1
0

年
｀
・
内
務
省
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
く
。
大
正
二

年
以
降
は
文
部
省
が
統
轄
し
、

以
條

r

昭
和
四
年
の
国
宝
保

存
法
、
同
八
年
の
重
要
美
術

品
等
、
／
保
存
二
関
ス
ル
法
停
、

さ
ら
に
戦
後
の
文
化
財
保
護

法
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
ち
な
み
に
「
国

宝
し
な
ど
の
指
定
が
始
ま
る

の
は
占
正
寺
保
存
法
か
ら
、

ま
た
官
製
「
日
本
美
罰
史
」
編

纂
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、

も
重
要
な
課
題
だ
ろ
う
。

民
主
主
義
国
家
と
し
て
再
出
発
し
た
戦
後
曰
本
の

美
術
菅
政
は
、
そ
臼
し
た
国
家
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
性
を
極
力
排
し
、
か
宦
家
．
＂
で
は
な
く
が
国
民
“
の

た
め
の
文
化
行
政
へ
と
転
身
す
る
。
さ
ら
に
近
年
の

匪
際
文
化
財
赤
十
字
や
世
界
遺
産
の
保
襲
へ
の
協
力

は
、
戦
後
の
函
際
化
の
中
で
も
日
本
が
新
た
な
ス
テ

ー
ジ
に
至
っ
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
こ
の
戦
後
の

美
術
行
政
は
本
稿
に
芍
え
ら
九
た
テ
ー
マ
で
は
な
い

の
だ
が
、
近
代
の
日
本
美
術
が
「
近
代
日
本
美
術
史
」

と
し
て
歴
史
化
さ
礼
た
の
は
実
は
戦
後
だ
っ
た
た
め
、

こ
れ
に
関
連
す
る
部
分
に
限
定
し
て
、
最
後
に
少
し

戦
後
の
美
術
行
政
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

「
近
代
日
本
美
術
史
」
と
い
う
近
代
の
歴
史
化
に

は
、
国
際
化
に
向
け
た
獣
後
五
郊
代
」
の
形
成
と
、

そ
れ
に
よ
る
戦
前
「
近
代
L

の
切
り
陸
し
と
い
う
時
代

意
識
が
決
定
的
に
作
用
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代

が
過
去
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
美
術
行
政
と
し
て

そ
れ
を
象
徴
し
た
の
が
、
昭
和
二
七
年
の
国
立
近
代

美
術
館
の
開
館
と

r

文
化
財
保
護
法
下
で
同
三

0
年

か
ら
始
ま
っ
た
近
代
日
本
美
術
作
品
の
指
定
だ
っ
た
。

国
立
近
代
美
術
館
の
展
覧
会
で
は
、
近
代
日
本
美

術
の
名
作
展
や
巨
匠
展
が
次
々
に
院
催
さ
れ
、
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
広
報
活
動
に
よ
っ
て
、

近
代
へ
の
歴
史
観
は
急
速
か
つ
広
範
に
社
会
周
知
さ

れ
た
。
ま
た
狩
野
芳
崖
の
「
悲
母
観
音
図
」
な
ど
が

初
の
璽
文
と
な
っ
た
近
代
美
術
の
指
定
開
始
に
よ
っ

て
、
近
代
美
術
は
”
振
興
“
す
べ
き
当
代
文
化
か
ら

第 1固内国勧業苺歴会 0 美術競（明怠 10年＼

も
あ
っ
た
博
物
館
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
、
出
代
鴨
出
美
術
の
需

要
と
な
っ
た
の
は
西
洋
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
だ
っ
た
わ

け
だ
が
、
古
美
術
流
也
の
需
要
と
な
っ
た
の
も
同
じ

ジ
ャ
素
ニ
ス
ム
だ
っ
た
。
つ
ま
り
同
じ
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
需
要
に
阿
け
て
、
当
代
輸
出
美
術
は
積
極
的
に

“
輸
出
“
さ
れ
、
古
美
術
は
淮
極
的
に
”
流
出
“
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
古
美
術
保
護
の
対
西

欧
の
ス
タ
ン
ス
は
作
品
の
流
出
は
防
ぎ
な
が
ら
官

製
「
日
本
美
術
史
」
を
示
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
、

「
歴
史
」
胴
の
提
示
は
モ
ノ
よ
り
図
版
や
言
説
に
よ
る

イ
メ
ー
ジ
戦
略
忍
中
心
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
、
当
時
の
音
楽
や
文
学
、
演
劇
な
ど
芸
術
一

般
を
見
渡
し
て
み
て
も

r

対
西
欧
の
文
化
獣
略
と
し

て
は
、
美
術
が
そ
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
汎
た
霞
が

荊
い
。
お
そ
ら
く
は
こ
れ
も
ジ
ャ
沢
ニ
ス
ム
と
い
う

熱
狂
的
な
日
本
美
術
プ
ー
ム
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

美
術
を
中
心
に
据
え
た
冠
策
を
進
め
た
の
だ
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
経
済
戦
略
で
も
文
化
戦
略
で
も
、
明

治
期
の
日
本
は
ジ
ャ
京
ニ
ス
ム
を
最
大
限
か
つ
効
率

的
に
利
用
し
た
の
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う

r

事
実
、
こ
の
戦
略
は
か
な
り
成
功
し
た
よ
う
に
見

え
る
。
た
だ
こ
の
戯
略
だ
と
必
然
的
に
二

0
世
紀
に

入
っ
て
西
欧
で
ジ
ャ
デ
ニ
ス
ム
が
沈
箭
化
す
る
に
つ

九
て
、
日
本
で
の
美
術
行
政
も
帳
亭
的
な
ビ
ジ
ョ
ン

の
転
換
を
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
予
想
さ

せ
完
日
本
で
言
え
ば
明
治
末
頃
か
ら
の
時
期
だ

C

そ
の
仮
定
で
明
治
天
頃
か
ら
の
美
箭
行
政
の
展
開

”
保
護
“
す
べ
き

7

文
化
財
」
へ
と
過
去
化
さ
れ
た
。

現
時
点
で
近
代
美
術
の
国
宝
指
定
は
ま
だ
な
く
、
作

品
平
代
と
し
て
は
昭
和
四
年
の
速
水
御
舟
の
「
名
樹

散
椿
」
（
重
文
）
が
下
限
だ
。
た
だ
指
定
作
業
で
は
、

価
筐
基
準
の
設
定
が
前
提
と
な
る
た
め
、
よ
り
新
ー

い
時
代
の
美
術
（
た
と
又
ば
坑
代
美
術
）
の
指
定
な

ど
は
、
現
在
が
ま
だ
過
去
化
し
て
い
な
い
「
現
代
」

の
中
に
あ
る
関
係
上
、
ま
だ
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

む
し
ろ
近
年
の
動
向
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
指
定

作
品
の
下
限
を
下
げ
る
こ
と
よ
り
、
近
代
の
文
化
財

指
定
の
領
域
を
、
美
術
中
心
か
ら
産
業
。
科
学
な
ど

の
近
代
化
遣
産
に
も
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
、
登

録
文
化
財
・
登
録
美
術
品
制
度
な
ど
、
保
存
と
同
時

に
活
用
を
重
視
し
た
方
針
を
打
ち
出
し
つ
つ
あ
る
こ

と
だ
。
こ
れ
は
、
歴
史
化
と
過
度
の
保
存
璽
視
に
と

も
な
う
一
種
の
品
死
蔵
化
“
か
ら
、
歴
史
を
現
在
に

い
か
に
生
か
す
べ
き
か
を
問
う
品
麿
史
の
活
性
化
“

に
向
け
た
発
想
転
換
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、

公
開
と
活
用
の
促
進
は
、
文
化
財
の
社
会
的
共
有
性

も
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
囀

作
品
の
保
存
の
維
持
の
問
題
や
、
所
有
者
が
作
品
の

管
理
者
的
な
性
格
に
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
（
是
葬

は
こ
こ
で
問
わ
ず
）
、
ま
た
行
政
権
の
介
入
の
仕
方
次

第
で
は
、
私
有
品
の
間
接
的
な
国
有
化
に
つ
な
が
る

可
能
性
な
ど
、
慎
重
な
配
慮
を
要
す
る
点
も
あ
る
が
、

積
極
的
評
価
と
し
て
見
九
ば
「
歴
史
」
の
活
性
化
と

共
有
化
に
向
け
た
新
た
な
試
み
と
し
て
、
戦
後
史
の

中
で
も
注
目
す
べ
き
エ
沢
ッ
ク
と
考
え
ら
れ
る
。
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館
と
し
て
、
実
験
的
で
先
鋭
な
活
動
の
場
を
提
供
し

て
い
る
。

一
九
九
七
年
に
は
全
体
で
一
、
六

0
0人
の
雇
用

者
が
お
り
、
常
勤
の
九
一

0
人
の
う
ち
、
二
九
三
人

が
文
化
・
学
究
的
仕
事
、
一
七
六
人
が
人
事
・
運
営

管
理
‘
―
二
九
人
が
施
設
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
視
聴

覚
な
ど
の
技
術
、
三
―
二
人
が
施
設
整
備
と
作
品
保

護
・
観
客
の
保
安
に
当
た
っ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

契
約
者
が
さ
ら
に
七
五
五
人
い
て
、
運
営
業
務
や
監

視
を
は
じ
め
、
展
覧
会
企
画
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ツ
ア
ー
な
ど
す
べ
て
の
分
野
で
働
い

て
い
る
。

巨
大
組
織
の
た
め
に
予
算
は
人
件
費
も
含
め
て
国

か
ら
一
括
し
て
支
給
さ
れ
、
さ
ら
に
セ
ン
タ
ー
自
体

の
活
動
に
よ
る
収
益
か
ら
自
主
予
算
を
加
算
す
る
。

九
七
年
度
は
総
予
算
六
億
三
、
八

0
0万
フ
ラ
ン
（
約

―
二
七
億
六
、

0
0
0万
円
）
、
こ
の
う
ち
入
場
料
、

出
版
物
、
教
育
、
商
業
活
動
、
メ
セ
ナ
な
ど
か
ら
の

自
主
予
算
は
―
二
％
で
七
、
四
五

0
万
フ
ラ
ン
（
約
一

五
億
円
）
。
九
七
年
度
の
美
術
作
品
購
入
費
は
約
一
、

0
0
0万
フ
ラ
ン
（
約
二
億
円
）
、
購
入
費
は
年
度
に

よ
り
か
な
り
差
が
あ
る
。

総
数
三
万
七
、

0
0
0点
（
九
六
年
度
）
の
収
蔵
作

品
の
管
理
と
研
究
、
さ
ら
に
展
覧
会
企
画
構
想
を
行

う
パ
リ
国
立
近
代
美
術
館
の
学
芸
員
は
、
マ
ッ
ク
ス
・

エ
ル
ン
ス
ト
の
専
門
家
ヴ
ェ
ル
ネ
ー
ル
・
シ
ュ
ピ
ー

ス
館
長
を
は
じ
め
と
し
て
二
十
数
名
い
る
。
二
名
の

副
館
長
（
歴
史
部
と
現
代
部
）
、
収
蔵
作
品
担
当
は
二

つ
の
近
代
美
術
館
で
共
有
す
る
構
想
が
た
て
ら
れ
、

一
九
四
七
年
に
国
立
近
代
美
術
館
が
開
館
、
パ
リ
市

立
近
代
美
術
館
は
一
九
六
一
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

パ
リ
市
立
近
代
美
術
館
に
は
、
ラ
ウ
ル
・
デ
ュ
フ

ィ
作
『
電
気
の
妖
精
』
の
大
壁
画
や
マ
テ
ィ
ス
の
巨

大
な
『
パ
リ
の
ダ
ン
ス
』
が
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
。

建
物
と
作
品
が
誕
生
し
た
三

0
年
代
と
い
う
時
代
背

景
が
、
美
術
館
環
境
と
し
て
自
然
な
形
で
提
示
さ
れ

q 
◆欧米における近代美術館の運営◆

パリ、
=つ(J)近代美俯館

武蔵野美術大学教授

岡部あおみ

―

は

じ

ま

り

一

パ
リ
で
近
代
美
術
館
創
設
の
機
運
が
高
ま
る
の
は
、

一
九
三
七
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
を
契
機
に
し
て
い

る
。
パ
リ
西
方
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
に
近
い
セ
ー
ヌ
河
沿

い
に
建
設
さ
れ
る
万
博
施
設
を
、
国
立
と
市
立
の
二

ー
バ
リ
市
立
近
代
美
術
館
の
運
営
一

パ
リ
市
立
近
代
美
術
館
（
所
蔵
作
品
数
約
八
、

0
0

0
点
）
は
、
プ
テ
ィ
・
パ
レ
、
カ
ル
ナ
ヴ
ァ
レ
と
並

び
、
美
術
、
歴
史
、
文
学
資
料
を
収
集
対
象
と
し
て

パ
リ
市
が
直
轄
す
る
約
一
五
館
の
美
術
館
や
記
念
館

の
中
で
、
最
重
要
美
術
館
で
あ
る
。
パ
リ
の
文
化
政

策
を
司
る
パ
リ
市
文
化
局
は
年
間
約
三
三
億
フ
ラ
ン

（
一
九
九
六
年
度
、
約
七
五
一
億
円
）
の
予
算
を
誇

り
、
そ
こ
に
パ
リ
市
美
術
館
局
を
設
け
て
、
美
術
館

全
体
の
運
営
、
教
育
活
動
、
人
事
、
作
品
購
入
、
建

築
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、
入
場
者
対
策
な
ど
の
方
針
を
出

し
、
パ
リ
市
の
各
美
術
館
に
予
算
を
配
分
す
る
。
パ

リ
市
美
術
館
の
総
職
員
数
は
九

0
0人
、
う
ち
六
四

人
の
学
芸
員
、
一

0
0人
の
管
理
事
務
、
三

0
0人

の
監
視
、
八

0
人
の
職
エ
、
学
芸
員
補
佐
や
資
料
係

や
プ
レ
ス
係
な
ど
が
六

0
人
い
る
。
美
術
館
別
に
見

る
と
、
パ
リ
市
立
近
代
美
術
館
が
総
ス
タ
ッ
フ
数
一

八
0
人
で
最
大
数
を
誇
る
。
パ
リ
市
立
近
代
美
術
館

ア

ル

ク

で
現
代
美
術
の
振
興
を
担
う
A
R
C
創
設
時
代
か
ら

学
芸
員
と
し
て
活
躍
し
た
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
・
パ
ジ
ェ
館

長
を
含
め
て
学
芸
員
一
三
名
、
そ
れ
に
四
、
五
名
の

ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
い
る
。
学
芸
員
は

A
R
C
に
四
名
、

近
代
の
古
典
を
扱
う
歴
史
部
門
に
九
名
と
担
当
が
分

か
れ
て
い
る
。
美
術
館
内
に
公
報
担
当
者
が
い
る
が
、

修
復
部
は
な
く
作
品
修
復
作
業
は
外
部
に
依
頼
す
る
。

0
世
紀
初
頭
、
二

0
世
紀
中
葉
、
現
代
の
三
部
門
に

分
か
れ
、
ま
た
作
品
の
種
類
に
応
じ
て
、
デ
ッ
サ
ン
、

建
築
、
デ
ザ
イ
ン
、
写
真
、
実
験
映
画
、
ニ
ュ
ー
メ

デ
ィ
ア
、
収
蔵
作
品
資
料
管
理
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
担

当
学
芸
員
や
専
門
家
（
建
築
や
デ
ザ
イ
ン
担
当
）
が

配
置
さ
れ
て
い
る
。
数
人
の
秘
書
た
ち
が
学
芸
員
の

事
務
を
補
助
し
、
デ
ッ
サ
ン
と
写
真
部
門
に
は
、
額

入
れ
を
行
う
工
房
が
付
属
し
て
い
る
。
さ
ら
に
美
術

館
組
織
内
に
修
復
所
と
美
術
専
門
國
書
館
が
置
か
れ
、

修
復
者
五
名
（
絵
画
・
彫
刻
・
紙
・
写
真
）
に
事
務

官
、
ま
た
美
術
専
門
図
書
館
に
は
約
五

0
名
の
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
（
美
術
司
書
メ
ン
バ
ー
）
が
存
在

す
る
。現

在
、
公
報
部
門
と
レ
ジ
ス
ト
ラ
ー
部
門
は
美
術

館
か
ら
文
化
開
発
部

(
D
D
C
)
に
統
括
さ
れ
、
レ

ジ
ス
ト
ラ
ー
は
作
品
の
保
管
や
移
動
の
責
任
を
果
た

し
、
年
間
膨
大
な
数
の
国
内
国
外
へ
の
作
品
貸
出
（
九

五
年
度
二
、

0
五
0
点
）
や
、
借
用
の
際
の
運
送
業
務

を
担
当
し
て
い
る
。
学
芸
員
や
専
門
家
を
中
心
に
構

想
さ
れ
る
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー
の
企
画
展
覧

会
は
、
や
は
り
D
D
C
に
属
す
る
企
画
ア
シ
ス
タ
ン

ト
た
ち
が
業
務
を
担
当
し
て
推
進
す
る
。

デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
に
よ
る
収
蔵
作
品
資
料
管
理
は
、

現
在
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー
内
部
に
移
管
さ
れ

た
ヴ
ィ
デ
オ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
協
会
が
行
っ
て
い
る
。

こ
の
組
織
は
、
パ
リ
国
立
近
代
美
術
館
を
は
じ
め
、

パ
リ
市
立
近
代
美
術
館
、
地
方
の
公
立
美
術
館
所
蔵

作
品
な
ど
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
二

0
世
紀
美
術
作
品
全

た
す
ぐ
れ
た
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
八
五
年
に
設
立
さ
れ
た
パ
リ
ー
ミ
ュ
ゼ
と
い

う
横
断
的
協
会
組
織
が
、
パ
リ
市
主
催
の
年
間
三
〇

ほ
ど
の
展
覧
会
の
運
営
、
図
録
出
版
、
ミ
ュ
ー
ゼ
ア

ム
・
グ
ッ
ズ
な
ど
の
商
業
活
動
、
講
演
会
や
子
ど
も

の
教
育
活
動
の
予
算
や
業
務
に
携
わ
る
。
パ
リ
ー
ミ

ユ
ゼ
職
員
は
三
五
人
、
一
九
九
五
年
度
の
予
算
は
六
、

0
0
0万
フ
ラ
ン
（
約
一
三
億
八
、

0
0
0万
円
）
で
、

パ
リ
市
立
近
代
美
術
館
が
展
覧
会
を
開
催
す
る
と
き

に
は
、
予
算
、
運
送
会
社
、
保
険
会
社
、
図
録
出
版

な
ど
の
展
覧
会
業
務
を
、
パ
リ
ー
ミ
ュ
ゼ
の
ス
タ
ッ

．
 

フ
と
相
談
し
な
が
ら
行
い
、
企
画
内
容
に
そ
っ
た
予

算
額
を
パ
リ
ー
ミ
ュ
ゼ
が
出
資
す
る
。

ー
バ
リ
国
立
近
代
美
術
館
の
運
営
一

一
九
七
七
年
に
パ
リ
の
中
心
に
ポ
ン
ビ
ド
ゥ
ー
芸

術
文
化
国
立
セ
ン
タ
ー
が
創
設
さ
れ
、
パ
リ
国
立
近

代
美
術
館
は
国
立
現
代
美
術
セ
ン
タ
ー
と
合
併
し
て

こ
の
複
合
文
化
施
設
の
一
組
織
と
し
て
新
た
な
出
発

を
遂
げ
た
。
創
設
当
初
は
、
美
術
館

(
M
N
A
M
)
、

産
業
創
造
セ
ン
タ
ー

(
C
C
I
)
、
公
共
情
報
図
書
館

(
B
P
I
)
、
音
響
音
楽
研
究
所

(
I
R
C
A
M
)
の

四
大
共
同
組
織
で
、
一
九
九
一
年
以
降
、
美
術
館
と

C
C
I
が
合
体
、
新
た
に
文
化
開
発
部

(
D
D
C
)

が
設
け
ら
れ
た
。
社
会
に
開
か
れ
た
文
化
施
設
を
め

ざ
す
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー
の
斬
新
な
建
築
と

と
も
に
、
パ
リ
国
立
近
代
美
術
館
は
名
実
と
も
に
飛

躍
を
遂
げ
、
二

0
世
紀
を
代
表
す
る
国
際
的
な
美
術

体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
め
ざ
し
て
い
る
。
さ
ら
に

パ
リ
国
立
近
代
美
術
館
収
蔵
作
品
資
料
管
理
部
に
は

担
当
学
芸
員
の
も
と
に
、
四
名
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ス
ト
が
こ
の
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
を
扱
い
、
三
名
が
作

品
の
写
真
資
料
を
管
理
し
、
二
名
が
作
品
貸
出
と
寄

託
業
務
に
当
た
っ
て
い
る
。

一

近

代

美

術

の

保

護

一

今
世
紀
初
頭
に
建
設
さ
れ
た
古
い
建
物
を
使
用
す

る
パ
リ
市
立
近
代
美
術
館
で
は
、
保
存
室
の
窓
に
紫

外
線
カ
ッ
ト
・
フ
ィ
ル
ム
を
貼
る
な
ど
、
内
装
や
設

備
の
近
代
化
が
常
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ポ
ン
ビ
ド
ゥ

ー
・
セ
ン
タ
ー
も
一
九
九
七
年
に
創
立
二

0
周
年
を

迎
え
、
手
狭
に
な
っ
た
収
蔵
庫
や
展
示
室
の
拡
大
、

導
線
の
改
造
な
ど
を
含
む
施
設
全
体
の
大
規
模
な
改

修
工
事
が
二

0
0
0年
の
再
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
実

施
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
保
護
の
推
進
に
は
、
保
存
・

展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス
の
改
善
と
同
時
に
、
年
々
数
が

増
え
る
収
蔵
作
品
を
管
理
す
る
学
芸
員
や
ス
タ
ッ
フ

の
増
員
、
さ
ら
に
組
織
改
善
が
必
要
に
な
る
。
パ
リ

市
立
近
代
美
術
館
と
パ
リ
国
立
近
代
美
術
館
は
、
組

織
や
運
営
の
違
い
を
越
え
て
、
文
化

感
と
実
績
に
お
い
て
、
常
に
良
き
競

互
い
に
刺
激
し
合
っ
て
き
た
。
そ
し

紀
を
前
に
し
た
勇
気
あ
る
歩
み
と
、

は
じ
ま
っ
て
い
る
。
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川
絵
の
損
傷
の
原
因
に
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う

冷

1
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

印
経
年
変
化
で
老
化
し
だ
材
質
に
よ
る
損
傷

作
品
に
ワ
ニ
ス
が
塗
布
し
て
あ
る
場
合
、
ワ
ニ
ス

が
黄
色
か
ら
茶
褐
色
に
ま
で
変
色
し
て
い
る
こ
と
蛉

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ワ
ニ
ス
の
”
や
け
“
に
よ
り
青

空
が
黄
色
み
を
帯
び
て
見
え
る
と
い
う
よ
う
に
、
作

品
本
来
の
姿
か
ら
ず
れ
た
見
え
方
に
な
っ
て
い
る
場

合
が
あ
る
。

ま
た
、
絵
具
自
体
が
変
色
ふ
菜
質
を
起
こ
し
て
い

る
こ
と
も
あ
る
。
ジ
ン
ク
ホ
ワ
イ
ト
と
い
う
白
色
は

経
年
変
化
で
粉
っ
ぽ
く
な
る
性
質
を
持
っ
て
お
り
、

こ
の
絵
具
を
使
用
し
た
作
品
の
色
調
が
描
い
た
当
初

擦
っ
た
り
し
て
損
傷
を
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た

搬
送
中
の
車

f

飛
行
樅
、
船
舶
な
ど
の
事
故
に
よ
る

場
合
や

r

地
鰐
、
水
害
な
ど
に
よ
っ
て
損
楊
を
生
じ

る
こ
と
も
あ
る
。

＊

＊

 

以
上
述
べ
た
様
々
な
原
因
が
、
単
独
あ
る
い
は
複

合
し
て
損
傷
を
生
じ
る
わ
け
で
あ
る

C

作
品
の
修
復

で
は
状
態
に
よ
っ
て
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
処
置
を
施

す。巾
調
査
・
診
断
・
記
録

修
復
作
業
の
前
に
写
真
撮
影
と
状
態
調
査
を
す
る
。

写
真
は
カ
ラ
ー
ポ
ジ
、
カ
ラ
ー
ネ
ガ
、
モ
ノ
ク
ロ
ー

ム
で
、
画
面
、
裏
百
、
画
面
の
横
か
ら
光
を
照
射
し

て
拇
る
側
光
写
真
や
、
必
要
に
応
じ
て
赤
外
線
写
真
、

紫
外
線
蛍
光
写
真
、
X
線
写
真
、
~
微
量
サ
ン
プ
ル
の

断
層
写
真
な
ど
の
撮
影
も
行
う
。
状
態
調
査
は
、
ワ

ニ
ス
、
絵
具
層
、
地
塗
り
層
、
支
持
体
（
画
布
、
板

な
ど
）
、
木
枠
、
額
縁
な
ど
の
現
状
を
調
査
し
て
記
録

表
に
記
入
し
、
耐
溶
剤
性
テ
ス
ト
を
す
る
。
こ
の
テ

ス
ト
は
絵
具
や
ワ
ニ
ス
が
ペ
ト
ロ
ー
ル
や
エ
タ
ノ
ー

ル
な
ど
の
溶
剤
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か

あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
く
た
め
に
行
う
。
こ
の
よ

う
な
調
査
の
後
、
修
復
計
画
を
立
て
る
。
ま
た
、
修

復
中
の
写
真
記
録
も
必
要
に
応
じ
て
行
い
、
使
用
し

た
材
料
や
方
法
も
記
録
す
る
。

②
浮
き
上
が
り
接
着

絵
具
層
の
浮
き
上
が
り
を
接
糟
す
る
。
接
警
剤
に

は
膠
水
、
合
成
樹
脂
な
ど
を
使
用
す
る
。
緩
衝
材
と

の
色
鯛
よ
り
粉
っ
ぼ
く
脆
い
感
じ
に
見
え
る
こ
と
が

あ
る
。油

絵
は
紙
や
板
な
ど
に
描
く
こ
と
も
あ
る
が
、
多

く
は
亜
麻
布
に
地
塗
り
を
施
し
た
画
布
に
描
か
れ
て

い
る
。
地
塗
り
塗
料
に
は
水
性
地
＇
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン

地
。
油
性
地
の
三
種
類
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
地
塗
り

を
施
す
に
せ
よ
、
地
塗
り
塗
料
を
塗
る
前
に
目
止
め

と
し
て
膠
水
を
塗
布
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ

の
膠
層
が
老
化
す
る
と
、
地
塗
り
層
が
亜
麻
布
か
ら

剥
賠
し
て
し
ま
り
場
合
が
あ
る
。

②
不
適
当
な
保
存
方
法
に
よ
る
損
傷

温
湿
度
が
大
き
く
変
化
す
る
場
所
、
高
温
多
湿
に

な
る
場
所
に
長
期
間
放
置
し
た
場
合
、
ホ
コ
リ
、
カ

ビ
f

虫
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

油
絵
具
は
完
全
に
乾
燥
す
る
と
柔
軟
性
が
な
く
な
り
、

画
布
は
高
湿
度
で
た
る
み
低
湿
度
で
縮
む
と
い
う
性

質
が
あ
る
の
で
、
絵
具
層
は
画
布
の
伸
縮
に
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
ず
亀
裂
、
剥
落
を
生
じ
る
こ
と
が
あ

る
。
新
し
く
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
っ
た
壁
面
、
床
な

ど
か
ら
出
る
ア
ル
カ
リ
成
分
で
変
色
を
起
こ
し
た
リ
、

湿
気
の
影
響
で
カ
ビ
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。

③
璽
緊
の
技
法
上
の
欠
陥
に
よ
る
損
傷

一
九
世
紀
半
ば
に
チ
コ
：i
ブ
入
り
の
油
絵
具
が
市

販
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
画
家
は
顔
料
と
リ

ン
シ
ー
ド
オ
イ
ル
な
ど
の
乾
性
油
｀
と
天
然
料
脂
を
練

り
合
わ
せ
て
絵
具
を
つ
く
っ
て
い
た

C

現
在
の
官
販

の
油
絵
具
は
顔
料
、
乾
性
油
、
天
然
樹
脂
翠
合
成
樹

脂
r

さ
ら
に
盛
り
上
げ
を
し
や
す
く
す
る
た
め
の
ア

し
て
シ
リ
コ
ン
シ
ー
ト
を
用
い
、
小
型
の
一
電
気
鰻
で

加

温

加

圧

し

て

接

若

す

る

。

・

⑧

洗

浄

綿
棒
、
脱
脂
綿
な
ど
を
使
用
し
耐
溶
剤
性
テ
ス
ト

を
も
と
に
各
糧
の
有
機
溶
剤
を
単
独
ま
た
は
滉
合
し

て
絵
具
層
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
洗
浄
す
る
。

凶

変

形

修

正

画
布
の
凹
凸
、
折
れ
跡
な
ど
は
裏
面
か
ら
わ
ず
か

に
加
湿
し
、
お
も
り
で
軽
く
加
圧
し
な
が
ら
修
正
す

る
。
ま
た
変
形
が
強
い
場
合
は
鰻
、
ア
イ
ロ
ン
な
ど

で
加
混
、
加
圧
す
る
こ
と
も
あ
る
。
収
誼
し
て
い
た

り
大
き
な
波
状
の
変
形
を
生
じ
て
い
る
場
合
は

r

可

動
式
の
仮
砕
に
張
っ
て
伸
張
さ
せ
た
り
、
作
品
の
周

囲
に
湿
っ
た
紙
を
接
着
し
仮
枠
に
張
り
込
ん
で
紙
の

乾
燥
時
の
収
縮
を
利
用
し
て
伸
ば
す
こ
と
も
あ
る
。

⑮
破
損
部
の
接
着

破
れ
や
穴
の
部
分
に
か
け
は
ぎ
、
あ
て
布
を
施
し

て
接
着
す
る
。
接
着
剤
は
膠
水
、
合
成
樹
脂
を
使
用

し
、
亜
麻
布
や
亜
麻
布
を
ほ
ぐ
し
た
繊
維
な
ど
で
接

着
す
る
。

⑥
支
持
体
張
り
直
し

画
布
に
た
わ
み
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
行
う
。
作

品
の
周
辺
部
分
で
あ
る
耳
の
長
さ
が
不
十
分
だ
っ
た

り
老
化
し
て
い
る
場
合
は
、
帯
状
の
補
強
布
を
合
成

街
脂
で
接
着
し
補
強
し
て
張
り
直
す
。
ま
た
、
ル
ー

ス
ラ
イ
ニ
ン
グ
と
い
っ
て
作
品
の
下
に
作
品
全
体
の

保
護
と
補
強
の
た
め
に
接
普
は
し
な
い
で
点
リ
エ
ス

テ
ル
布
を
張
る
場
合
も
あ
る
。

m
裏
打

両
布
や
祇
な
ど
の
支
持
体
の
老
化
が
著
し
い
楊
合

に
行
う
。
接
着
剤
に
は
合
成
樹
脂
、
膠
、
殿
粉
糊
、

ワ
ッ
ク
ス
な
ど
様
々
な
材
料
が
あ
る
。
作
品
の
裏
面

に
新
た
な
補
強
布
を
接
着
す
る
方
法
で
あ
る
。

⑧

充

隕

整

形

絵
具
層
の
欠
損
部
に
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
i
と
接
着
剤

を
練
り
合
わ
せ
た
も
の
を
原
画
部
分
に
出
な
い
よ
う

に
充
填
し
整
形
す
る
。
接
着
剤
は
合
成
樹
脂
、
ワ
ッ

ク
ス
、
膠
な
ど
で
あ
る
。

lgi

補
彩

絵
具
層
の
欠
捐
部
に
施
す
。
原
画
部
分
を
損
な
わ

な
い
よ
う
に
原
則
的
に
は
充
填
箇
所
の
上
だ
け
に
施

す
。
使
用
す
る
絵
具
は
水
彩
絵
具
、
修
復
用
の
天
然

f
~

合
成
樹
脂
絵
具
で
あ
る
。
補
彩
箇
所
は
混
色
を
多
く

必
要
と
す
る
た
め
、
あ
る
程
度
時
間
が
経
過
す
る
と

変
色
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
容
易
に
除
去

で
き
る
弱
い
絵
真
を
使
用
す
る
。

⑩
ワ
ニ
ス
塗
布

絵
具
層
が
直
接
紫
外
線
等
の
影
響
を
受
け
な
い
よ

う
に
塗
布
す
る
。
絵
具
自
体
の
変
色
を
避
け
る
か
わ

り
に
ワ
ニ
ス
が
や
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
容

易
に
除
去
で
き
る
ワ
ニ
ス
を
使
用
す
る
。

*

＊

/

、

以
上
の
よ
う
な
処
置
を
施
し
、
損
傷
を
受
け
た
作

品
を
可
能
な
限
り
描
か
れ
た
当
初
の
自
然
な
状
態
に

見
え
る
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
る
。
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傘近代美術品の修理（絵画ー油絵）・

油絵修復の現場から
（学）高澤学図創形美術学校

修復研究所長

渡辺一郎

ル
ミ
ナ
ホ
ワ
イ
ト
な
ど
の
体
質
顔
料
‘
鳳
さ
ら
に

絵
具
の
穂
類
に
よ
っ
て
は
乾
燥
促
進
剤
な
ど
を
練
り

合
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
描
画
時
に
は
乾
性
油
、

樹
脂
、
さ
ら
に
絵
具
の
流
動
性
を
良
く
す
る
た
め
の

テ
レ
ビ
ン
精
油
や
ペ
ト
ロ
ー
・
ル
と
い
っ
た
揮
発
性
油

を
混
合
し
た
溶
き
油
を
使
用
す
る
。
絵
具
を
固
着
さ

せ
る
性
質
を
も
つ
の
は
乾
性
油
で
あ
る
た
め
、
描
画

時
に
揮
発
性
油
の
分
量
を
多
く
し
た
り
揮
発
性
油
の

み
を
使
用
し
た
り
す
る
と
、
非
常
に
固
着
力
の
弱
い

塗
膜
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
描
き
味
優
先

で
描
か
れ
た
作
品
は
、
絵
具
層
と
絵
具
層
、
絵
具
層

と
地
塗
り
層
の
間
に
創
離
が
生
じ
や
す
く
亀
裂
、
剥

落
の
原
医
と
な
る
。
ま
た
、
艶
消
し
の
絵
肌
を
求
め

て
あ
ら
か
じ
め
絵
具
を
吸
取
り
紙
な
ど
の
上
に
出
し

油
分
を
減
ら
し
て
描
く
技
法
も
固
警
力
を
弱
め
て
し

ま
う
。

凶
材
料
自
体
の
欠
陥
に
よ
る
損
傷

戦
中
、
戦
後
の
画
材
不
足
の
時
代
に
一
部
染
料
の

混
ざ
っ
た
絵
具
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
e

こ

の
よ
う
な
絵
具
は
上
層
に
重
ね
た
絵
具
の
上
に
色
が

に
じ
み
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
両
布
の
地

塗
り
塗
料
の
油
性
分
が
強
す
ぎ
た
り
、
逆
に
水
性
地

で
吸
い
込
み
が
良
す
ぎ
る
場
合
も
、
絵
具
と
地
塗
り

の
固
着
は
弱
く
な
る
つ
木
粋
か
ら
放
出
さ
れ
る
ガ
ス

の
影
饗
で
、
茶
色
の
し
み
が
両
布
や
絵
具
の
上
に
枠

の
か
た
ち
に
出
て
き
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

固
事
故
に
よ
る
損
傷

作
品
が
壁
か
ら
落
ち
た
り
、
過
っ
て
倒
し
た
り
、
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の 品 か

二tーパ近原て接家よ年
型発型ジう‘
も表取ヨに石
徐しり］な言
々たをジつ偉
にり行。てが
展‘
二→

つシき新
万ヨた 1 たし
さ 1 石ガ C い

れ口膏｝し例扱
るツ像等えわ
よパそのばれ
うののよ‘方
に古もうアを
ないのにメさ
つ作を人リれ
て家作体力る

き
た
。
こ
れ
ら
の
石
菅
像
を
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、

作
家
が
必
死
に
格
闘
し
た
痕
跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り

r

ま
る
で
作
家
の
息
遣
い
ま
で
も
間
こ

え
て
く
る
よ
う
だ
。

よ
く
「
う
ち
に
壊
れ
か
け
た
石
貸
像
が
あ
る
が
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
と
い
う
相
談
を
電
話
で
受
け

る
が
、
幸
い
に
も
大
方
は
心
配
し
過
ぎ
の
こ
と
が
多

度
差
の
あ
る
と
こ
ろ
で
一

0
0年
ほ
ど
保
管
さ
れ
る

と
、
表
層
の
彩
色
膜
と
石
菅
本
体
の
間
に
逃
げ
場
を

な
く
し
た
湿
気
が
貯
ま
り
、
そ
の
部
分
の
石
菅
を
溶

か
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
、
湿
度
管

理
に
注
意
す
る
こ
と
と
、
作
家
が
彩
色
し
た
意
図
を

明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
と
思
わ
れ
-
'
る
。
ま
た
、

作
品
に
落
書
き
や
ペ
ン
キ
等
が
あ
る
と
、
つ
い
紙
や

す
り
で
削
り
落
と
し
た
り
、
安
易
に
白
ペ
ン
キ
を
塗

っ
て
隠
し
た
く
な
る
忍
、
か
え
っ
て
修
復
を
雌
し
く

し
て
し
ま
う
。
落
書
き
や
記
近
が
作
家
の
も
の
で
あ

れ
ば
研
究
の
資
料
に
な
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、

こ
れ
ら
の
取
扱
い
は
慎
重
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
ほ
か
に
真
土
型
鋳
造
で
何
度
も
使
朋
さ
れ
た

石
膏
原
型
に
見
ら
れ
る
症
状
で
、
鉄
分
と
油
脂
に
よ

り
石
膏
が
ひ
ど
く
茶
色
に
変
色
し
じ
っ
と
り
と
し
て

い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
変
色
も
場
合
に
よ
っ
て
は

い
よ
う
で
あ
る
。
石
膏
と
い
う
素
材
は
と
て
も
弱
い

も
の
と
い
う
先
入
観
が
あ
る
か
ら
の
よ
う
だ
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
石
膏
像
が
一

0
0年
や
二

0
0年
の

時
を
経
て
立
派
に
残
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
扱
う
こ
と
の
少
な
い
人
に
は
解
り
に
く

い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
具
体
的
な
ト
ラ
ブ
ル
と
修
復

家
が
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
を
い
く
つ
か
挙

げ
て
み
よ
う
。

石
裔
像
全
般
に
よ
く
見
ら
れ
る
破
損
状
況
に
は
、

構
造
的
な
症
状
と
し
て
、
崩
壊
、
部
分
的
な
欠
損
や

破
損
、
亀
裂

f

芯
棒
（
金
属

r

木
材
等
）
の
腐
食
が

r

表
面
的
症
状
と
し
て
は
引
っ
掻
き
傷
や
擦
れ
傷
、
石

膏
の
変
質
や
粉
末
化
、
か
び

f

染
み
、
変
色
ム
ラ
、

黄
ば
み
、
彩
色
（
パ
テ
ィ
ナ
）
の
剥
れ
、
後
か
ら
付

け
加
え
ら
れ
た
石
膏
痕
な
ど
が
あ
る
。

破
損
原
因
の
ほ
と
ん
ど
は
保
管
や
移
動
時
の
外
傷

や
材
料
に
与
え
る
ス
ト
レ
ス
、
水
や
湿
気
に
よ
る
被

害
で
あ
る
。
作
品
に
ひ
ど
く
埃
や
鋳
砂
等
が
付
着
し

て
い
る
場
合
は
、
圧
搾
空
気
で
注
意
深
く
吹
き
飛
ば

す
か
、
柔
ら
か
い
ハ
＇
グ
を
使
っ
て
丁
寧
に
取
り
除
い

て
お
く
と
よ
い
。
と
い
う
の
は
埃
や
砂
の
付
着
に
よ

り
作
品
の
表
面
積
が
増
し
、
湿
気
を
吸
収
し
や
す
く

な
る
か
ら
だ
。
そ
訊
に
時
間
経
過
と
と
も
に
金
属
の

芯
棒
を
腐
食
さ
せ
た
り
、
木
材
の
芯
棒
を
膨
張
収
縮

さ
せ
石
費
像
の
破
損
を
速
め
て
し
ま
い
、
腐
食
し
て

互
骨
の
表
面
ま
で
錆
び
や
石
膏
の
変
質
が
逢
し
た
場

合
は
と
て
も
厄
介
に
な
る
。

部
分
的
に
壊
れ
て
し
ま
っ
た
欠
損
部
を
充
填
す
る

石
管
原
型
像
に
趣
き
を
与
え
、
な
か
な
か
よ
い
も
の

で
あ
る
が
、
時
間
と
と
も
に
酸
化
し
て
石
菅
を
荒
ら

し
た
り
、
不
純
物
が
表
面
に
膜
を
作
り
が
分
の
移
動

を
妨
げ
た
り
、
ま
た
、
ベ
ト
つ
き
が
埃
を
付
警
し
や

す
く
も
し
て
い
る
。

現
代
の
修
復
技
法
に
お
い
て
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
石

膏
表
面
を
傷
つ
け
た
り
す
る
こ
と
な
く
湿
布
に
よ
っ

て
埃
や
染
み
を
吸
い
上
げ
る
洗
浄
方
法
は
最
も
有
効

な
処
置
で
あ
る
が

f

こ
れ
で
も
石
青
の
桔
晶
中
に
入

り
込
ん
だ
茶
色
の
染
み
の
原
因
で
あ
る
鉄
分
は
う
ま

く
取
り
除
け
な
い
°
そ
の
油
脂
分
や
変
色
は
ア
セ
ト

ン
や
キ
シ
レ
ン
等
の
有
機
溶
剤
を
使
え
ば
軽
減
で
き

る
が
、
そ
の
作
業
で
は
多
置
の
溶
剤
を
使
用
す
る
の

で
防
毒
マ
ス
ク
を
つ
け
る
こ
と
や
換
気
に
気
を
つ
け

る
こ
と
が
非
常
に
重
要
に
な
る
。
溶
剤
の
取
扱
い
に

安
易
な
人
を
よ
く
見
か
け
る
が
、
修
復
家
が
使
う
溶

剤
の
中
に
は
毒
性
の
強
い
も
の
や
発
癌
性
の
高
い
も

の
も
多
く
あ
る
か
ら
、
そ
の
管
理
や
使
用
は
よ
り
厳

密
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

人
体
や
環
境
に
対
す
る
有
害
危
険
度
を
知
っ
て
お
く

こ
と
も
必
要
だ
。
一
般
の
人
は
小
さ
な
染
み
で
あ
れ

ば
む
し
ろ
乾
性
の
白
い
。
ハ
ス
テ
ル
で
リ
タ
ッ
チ
す
る

だ
け
に
と
ど
め
て
お
い
た
ほ
う
が
無
難
か
と
思
う
。

そ
の
ほ
か
、
カ
ビ
や
シ
ダ
類
の
胞
子
が
付
着
す
る

こ
と
が
あ
り
、
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
ハ
エ
な
ど
の

糞
に
よ
る
斑
点
の
染
み
も
見
か
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
染
み
は
湿
布
に
よ
る
処
置
で
か
な
り
取
り
除
け
る
。

ま
た
、
保
管
と
移
動
の
難
し
さ
に
つ
い
て
よ
く
言

場
合
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
石
膏
像
の
保
護
と
後
か
ら
の

取
り
除
き
も
考
え
て
、
石
膏
偉
の
材
質
よ
り
若
干
柔

ら
か
い
材
料
で
処
置
す
る
の
が
好
ま
し
く
、
普
適
は

焼
石
菅
に
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
等
を
混
ぜ
て
強
度
を
下

げ
て
使
う
。
欠
損
部
分
が
広
い
範
囲
に
及
ぷ
場
合
に

は
、
石
膏
原
型
の
破
損
部
分
を
ブ
ロ
ン
ズ
像
か
ら
型

取
り
し
て
写
し
取
り
、
そ
の
石
膏
表
皮
を
皮
膚
移
植

す
る
よ
う
な
こ
と
も
菅
わ
れ
る
。
し
か
し
、
構
造
体

に
影
響
が
な
け
れ
ば
何
も
処
置
し
な
い
と
い
う
方
法

も
あ
り
、
，
ど
う
し
て
も
手
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
き
は
介
入
部
分
を
明
確
に
し
て
膀
手
に
形
を
創

作
し
た
り
せ
ず
、
で
き
る
限
り
オ
リ
ジ
ナ
几
に
忠
実

に
処
置
を
施
す
。

大
き
な
亀
裂
等
が
あ
る
場
合
は
、
で
き
乳
ば

X
線

撮
影
を
行
っ
て
内
部
の
傷
森
具
合
を
観
察
し
て
か
ら

処
置
を
決
め
る
の
が
望
ま
し
く
、
そ
の
処
置
に
は
い

ろ
い
ろ
な
種
類
の
接
着
剤
の
中
か
ら
粘
度
、
強
度
、

硬
化
時
間
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
た
上
で
選
択
し
、
人

間
に
使
う
点
厩
の
よ
う
な
道
具
や
注
射
器
を
使
っ
て

圧
入
し
た
り
す
る
。
接
着
剤
の
枯
度
が
低
す
ぎ
る
と
、

互
賞
に
浸
透
す
る
だ
け
で
上
手
＇
＼
接
着
し
な
か
っ
た

り
f

反
対
に
高
す
ぎ
る
と
接
着
面
に
隙
間
が
大
き
く

開
い
て
し
ま
っ
た
り
す
る
か
ら
注
意
を
要
す
る
e

ま

た
、
軽
く
圧
着
す
る
と
接
若
剤
の
デ
ー
タ
に
よ
り
近

ぃ
効
果
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
ほ
か
、
ブ
ロ
ン
ズ
像
に
似
せ
た
彩
色
”
}
旦
愕

像
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
＼
あ
る
。
表
面
が
ペ
ン

キ
や
ア
ク
リ
ル
絵
の
具
な
ど
で
塗
ら
九
、
湿
度
や
泡

わ
れ
る
互
嘗
像
で
あ
る
が

r

壊
さ
な
い
よ
う
に
す
る

予
防
万
法
と
し
て
、
小
さ
な
作
品
は
箱
に
断
面
材
と

一
緒
に
入
れ
、
大
き
な
も
の
は
移
動
を
簡
単
に
し
作

品
材
料
へ
の
ス
ト
レ
ス
を
少
な
く
す
る
た
め
に
移
動

ペ
レ
ッ
ト
に
乗
せ
て
お
く
か
、
形
の
危
う
い
も
の
は

太
の
箱
枠
に
入
れ
固
定
し
、
底
面
に
リ
フ
タ
ー
の
爪

が
入
る
よ
う
に
工
夫
し
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

九
ぞ
れ
に
カ
ル
テ
の
よ
う
な
名
札
を
付
け
て
お
け
ば

作
品
整
理
や
地
震
に
対
し
て
も
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
に
直
接
手
を
触
れ
る

こ
と
も
少
な
く
な
り
、
汚
れ
も
随
分
減
る
。
こ
れ
だ

け
で
破
損
や
移
動
の
精
神
的
負
担
は
ぐ
ん
と
減
る
は

ず
だ
。こ

こ
の
と
こ
ろ
修
復
と
い
う
言
葉
が
随
分
聞
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
よ
く
例
に
さ
れ
る
が
、
美

術
品
の
修
復
処
置
方
法
は
医
学
に
本
当
に
よ
く
似
て

い
る
。
外
傷
や
骨
折
の
よ
う
な
も
の
に
は
現
代
医
学

の
進
ん
だ
治
療
方
法
や
素
材
を
多
く
使
う
こ
と
が
で

き
、
反
対
に
、
保
存
も
含
め
ゆ
っ
く
り
し
た
処
置
に

は
、
漢
方
薬
の
よ
う
な
考
え
で
、
よ
り
自
然
な
素
材

を
使
い
治
療
を
行
う
こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

修
復
処
置
に
関
し
て
は
、
こ
の
処
置
法
が
最
高
と

い
う
こ
と
は
な
か
な
か
な
く
、
非
常
に
難
し
い
。
し

か
し
、
症
状
を
よ
く
観
察
し

r

実
現
可
能
な
処
置
方

法
を
論
理
的
、
物
理
的
に
考
え
、
そ
の
作
業
を
記
録

す
る
と
い
う
一
連
の
作
業
が
習
慣
化
さ
れ
る
よ
う
な

訓
練
が
、
修
復
家
に
は
必
須
な
の
だ
。
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神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区（兵庫県）
湛llii・洋館群．／昭和55年 4月10日選定

（撮影／三沢梱昭）

神戸は古く力ら天然の良港として栄えだ兵靡の津と、蓉末の開港とともに神戸柏こ殷け

られた外国人居留地の 2つの地区を核として発展しだ町である。

六甲山の南麗に広ガる北野的・山本通は、神戸の外固人居留地を補完する定め、明治時

代に開発されだ住宅地のひとつである。保存地区は、力つての山手雑居地の一部に当だる

北野町・山本逹の栗西約750m、南北400m(J)範囲である。最盛期には・100棟を超した異人舘

も、戦災や戦後の建替えなどで減少し、まだ璽要文化財の181＼ッサム住宅のように、他所

＾尋多築されだものもある。しガし、合もなぁここに1譴璽要文化財のI巳トーマヌ住宅（通称：

風貝鶏の館）や小林家住宅（通称：萌黄の舘）をはじめとして、約301東近くの異人館と暉

ばれる洪風建築が点在しているだけでなく 明治末期ガら昭和初期までに建てられだ良質

な和風建築も共存している。これらの伝統的建造物は、据・門・石垣等とともに、四除性

豊力な歴史的熙致を形成している。

平成7年1月の阪神・淡路大震災により、保存地区でも異人館や翠0風住宅のほとんとガ

甚大な被害を披っだ。し力し、幸いにも火災が発王せす、様々な人々の複興へのだゆまぬ

努力により、ほほ方つての歴史的景観を眠V)戻弓ことができだ。

記録破りの大雨と長弓｝ ＜梅雨に、気分も璽く淀！）がちですが、夏

休みを迎えた子どもたちのように、気分一新して笈を乗り越えたい

ものです。

今月号は「近代美術の保託J を特集しました。明治時代から戦前

までの近代美術は、西洋画と直接的に関わっているという点で近世

以前の日本美浙と大きく異なり、そのため新しいという印象が強い

のですが、すでに明治維新から約130年、戦後も50年以上経過して

います。その保存 1•こついて、稟剣に取り組まなけ九ばならない時期

にきているとい支るでしょう。そこで、近代美術の第一線の現場で

椋々なかたちで活躍しておられる恵門家の方々に、それぞれのご寧

門や現在関心をもっていることなどを、わかりやすく執筆していた

だきました。美術に素人の方から、実際に現：嶋で関わっている方ま

で、典味深く読める内容となっていると自負しています。

バブルの狂宴が栗てた今、冷静に美術を昧わい、消化（消費では

なく．/)したし〕ものです。 (TH) 
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