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美術品修復 の理論 （ fil )

修
復
に
お
け
る
基
本
原
則

識
別
可
能
性
と
可
逆
性
と
い
う、
前
章
で
扱
っ
た
修
復
に
お
け
る
基
本
原

苗

近
年
重
視
さ
れ
は
じ
め
た
別
の
二
つ
の
基
本
的
原
則、
す
な
わ
ち

M叩刊斗」晶 、
I
；

 

（
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
材
料
と
修
復
で
用
い
ら
れ
る
材
料
と
の
聞
の）
適
合
性
と
最

小
限
の
介
入
と
と
も
に、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
に
価
し
よ
う。

識
別
可
能
性

あ
ら
ゆ
る
修
復
処
置
が
識
別
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 、
と

う
こ
と
は、
処
置
の
際
に
付
加
さ
れ
た
す
べ
て
の
部
分
が、
作
品
全
体
の
外

観
を
損
な
う
こ
と
な
く、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
区
別
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

さ
も
な
け
れ
ば、
付
加
し
た
部
分
は
オ
リ

ぃ 、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る。

ジ
ナ
ル
部
分
と
同
一
視
さ
れ、
作
品
の
誤
っ
た
判
読
を
促
す
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
（
た
と
え
ば、
想
像
に
よ
る
修
復
や
復
元
的
修
復
に
お
い
て
生
じ
る
よ

う
に） 。可

逆
性

こ
の
原
則
に
よ
れ
ば、
す
べ
て
の
修
復
処
置
は、
処
置
が

胸

「
保
存
的」
な
も
の
で
あ
れ、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
分
を
損
な
う
こ

「
美
的」
な
も

の
で
あ
れ、

と
な
く
取
り
除
き
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
可
逆
性
を
尊
重
す
る

こ
と
は、
以
下
の
理
由
か
ら
不
可
欠
で
あ
る。

( 1 )  

あ
る
材
料
は
適
用
さ
れ
た
と
き
に
は
非
常
に
良
い
状
態
で
も、
時
を
経

る
に
し
た
が
い
そ
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
ほ
ど
変
質
し
う
る
し、
作
品
を

構
成
す
る
物
質
に
損
傷
（
物
理
的
に
も
美
的
に
も）
を
引
き
起
こ
す
か
も

し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る。
ま
た
修
復
の
考
え
方
が
発
展
す
れ
ば、
補
彩
そ

の
も
の
が
不
適
切
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る。

将
来、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
よ
り
も
良
質
の
材
料
が
見
つ
か
る

( 2  
可
能’性
も
あ
り

そ
う
し
た
場
合
に
は、
作
品
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
な

く
取
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。
事
実、

修
復
の
歴
史
は、
大
き
な
損
害
が
し
ば
し
ば
不
適
切
で
非
可
逆
的
な
材
料

の
使
用
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
る。
し
か
し、

こ
う
し
た
原
則
を
道
守
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い 。
実
際、
た
と
え
ば
石
材
や
木
材
の
補
強
と
保
護
の
た

め
に
含
浸
を
お
こ
な
う
と
き、
多
孔
質
の
構
造
に
奥
深
く
浸
透
し
た
物
質

を
除
去
す
る
こ
と
は
難
し
い 。

識
別
可
能
性
と
可
逆
性
の
原
則
に
は、
重
要
な
論
理
的
帰
結
が
付
け
加

つ
ま
り、
修
復
家
は、
処
置
の
す
べ
て
の
段
階
を
写
真
に
よ
っ

え
ら
れ
る。

て
（
あ
る
い
は
他
の
手
段
に
よ
っ
て）
記
録
し、
用
い
た
材
料
の
種
類
と

使
用
方
法
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
実
際

に、
す
で
に
見
た
よ
う
に、
修
復
で
は、
当
然
な
が
ら
識
別
可
能
で
可
逆

的
で
あ
る
べ
き、
新
し
い
部
分
を
付
け
加
え
る
だ
け
で
な
く、
過
去
に
行

わ
れ
た
処
置
を
除
去
す
る
場
合
も
あ
り、
こ
う
し
た
場
合
に
は、
そ
れ
ら

の
技
術
的
特
徴
を
修
復
カ
ル
テ
に
正
確
に
記
載
し、
写
真
で
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い 。
同
様
の
こ
と
は、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
や
方
法

に
も
当
て
は
ま
り、
将
来
の
修
復
家
の
仕
事
を
容
易
に
す
る
た
め
に、
こ

れ
ら
は
修
復
カ
ル
テ
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

( 2 ) 
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修
復
カ
ル
テ
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で、

こ
れ
ら
修
復
カ
ル
テ
で
用
い
ら

れ
て
い
る
用
語
の
問
題
（
修
復
に
関
す
る
出
版
物
に
お
い
て
も
同
様）

も
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う。

決
さ
れ
て
は
お
ら
ず、
「

基
準
化」
さ
れ
る

と
が
待
ち い
望 ま
ま だ
れ 、 最莞（37） 終

的

解

こ
の
問
題
は、

適
合
性

こ
の
原
則
に
よ
れ
ば、

修
復
に
用
い
ら
れ
る
材
料
は、

物
理
的
（
化
学
的
｜

却

に
も、

美
的
に
も、

オ
リ
ジ
ナ
ルの
材
料
に
損
傷
を
与

物
理
的
｜

力
学
的）

え
で
は
な
ら
な
い。

こ
の
原
則
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
が

そ
れ
は
修
復
に
不
適
切
な
近
代
の
材
料
や、

誤
っ
た
方
法
で
用

い
ら
れ
た
材
料
（
あ
る
種
の
合
成
材
料、

セ
メ
ン
ト
な
ど）

が
非
常
に
広
く

普
及
し
て
い
る
た
め
で
あ
り、

さ
ら
に
こ
れ
ら
近
代
の
材
料
は、

古
い
材
料

へ
の
反
応
を
起
こ
す
た
め、

古
い
材
料
に
深
刻
な
損
傷
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

と
は
異
な
る
し
か
た
で
環
境
的
「
ス
ト
レ
ス」

最
小
限
の
介
入

こ
の
原
則
は、

お
そ
ら
く
近
年
の
修
復
が
確
立
し
た
最
も
重
要
な
原
則
で

あ
る
が、

残
念
な
が
ら
過
去
に
お
い
て
は
（
今
日
で
も
多
く
の
場
合） 、

最
も

注
意
の
払
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る。

修
復
処
置
を
必
要
不
可
欠
な
最
小
限
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は、
い
く
つ
か
あ
る。

( 1 )  

ま
ず
第
一
に、

い
か
な
る
修
復
処
置
も
作
品
に
多
大
な
物
理
的
「
ス
ト

レ
ス」
を
与
え
る
た
め
で
あ
り、

( 2 )  

年
月
を
経
て
も
可
逆
性
と
非
変
質
性
を
十
分
に
保
証
し、

か
つ
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
材
料
と
適
合
性
を
有
す
る
修
復
材
料
や
技
術
は
非
常
に
少
な
い
た

め
で
あ
り、

(3 )  

最
小
限
の
介
入
に
よ
っ
て
の
み、

作
品
の
材
質
の
「
外
部」
（
目
に
見
え

る）

で
も
内
部
で
も、

作
品
の
構
造
と
歴
史
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
の

尊
重
を
保
証
で
き
る
か
ら
で
あ
る。

修
復
の
学
際
性

今
日
で
は、

修
復
は、

実
は
「
学
際
的
科
学」

と
考
え

るJて
き
で
あ
る （41)

と
い
う
の
も

そ
れ
は
科
学
者 、

美
術
史
家、

そ
し
て
修
復
家
の
あ
い
だ
の

協
力
の
成
果
で
あ
る
か
ら
で
あ
る。

こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
側
面
で
あ
る
が、

し
か
し
大
き
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る。

第
一
の
問
題
は、

必
ず
し
も

こ
の
三
つ
の
専
門
家
の
共
同
作
業
に
あ
る。

第
二
の
問
題

容
易
で
は
な
い、

は、
「
生
み
の
親」
自
身
で
さ
え
認
識
す
る
の
が
難
し
い
科
学
に
ア
イ
デ
ン
テ
イ

テ
ィ
と
尊
厳
を
与
え
る
と
い
う
問
題
で
あ
る。
事

実、

と
く
に
美
術
史
家
や

科
学
者
と
い
っ
た
専
門
家
自
身
が、

副
次
的
に、

修
復
「
に
も」

携
わ
っ
て

い
る
と
考
え
て
い
る
場
合
が
多
い。
一
方、

修
復
家
に
は、

良
質
で
は
あ
れ

単
な
る
技
術
者
以
上
の
何
者
か
で
あ
る
た
め
に

つ
ま
り
彼
ら
の
仕
事
に
科

学
的
威
厳
を
与
え
る
た
め
に
必
要
な
理
論
的
知
識
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が

多
い。

近
年
で
は、

文
化
財
の
保
存
に
対
す
る
関
心
の
増
大
に
と
も
な
い、

状
況
は
い
ち
じ
る
し
く
改
善
さ
れ
て
き
た
が、

修
復
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

の
問
題
は
い
ま
だ
完
全
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い。

( 3 ) 
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最
後
の
問
題
は、

こ
れ
ら一
二
つ
の
分
野
の
（
修
復
分
野
へ
の
適
用
を
目
指

し
た）

専
門
家
の
育
成
で
あ
る
が

」
れ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し

ょ
う
（
第
三
章、

第
四
章
参
照） 。

文
化
財
保
存
の
理
論
と
実
践
に
お
け
る
近
年
の
発
展

す
で
に
見
た
よ
う
に、

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は、
「
芸
術
作
品」
と
修
復
す
べ
き
作

品
の
主
た
る
必
要
条
件
と
し
て
の
美
的
要
件
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る。

九

六
0
年
代
後
半
か
ら
「
芸
術
作
品」
の
優
位
性
を
自
明
と
す
る
考
え
方
は

「
文
明
的
価
値
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
物
的
証
言」

を
意
味
す
る

川聞

に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た。

そ
れ
ゆ
え、

「
文
化
財
F
gm

町立た宮、む～町」

」
れ
ま
で
に
明
ら
か
に

し
た
修
復
の
原
則
と
方
法
は、
」
れ
ら
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
文
化
財
に

拡
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

そ
の
数
は
（
定
義
そ
の
も
の
か
ら
推
測
で
き

「
芸
術
作
品」

の
そ
れ
と
比
べ
て
過
剰
な
ほ
ど
増
加
す
る
こ
と
に

る
よ
う
に）

「
地
域
的
文
脈」

や

な
っ
た。

こ
れ
ら
の
文
化
財
が
存
在
す
る

こ
う
し
た
地
域
的
文
脈
の
研
究
と
保
護
の
重
要
性
が、

さ
ら
に

あ
ら
ゆ
る
正
し
い
修

（
過
去
に
お
い
て
頻
繁
に
起
こ
っ

復
処
置
の
基
本
原
則
と
し
て
強
調
さ
れ
た。

た
こ
と
と
は
反
対
に） 、
実
際、

文
化
財
と
そ
の
環
境
的
文
脈
と
の
繋
が
り
は、

そ
の
正
し
い
評
価
と
解
釈
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る。

も
う
一
つ
の
近
年
に
お
け
る
重
要
な
文
化
財
保
護
の
側
面
は、

文
化
財
へ

」
の
こ
と
は、

の
市
民
側
か
ら
の
驚
く
べ
き
関
心
の
増
大
で
あ
る。

と
り
わ

け
わ
が
国
の
経
済
的、

社
会
的、

文
化
的
発
展
（
つ
ま
り、

イ
タ
リ
ア
の
よ

う
な
ポ
ス
ト

工
業
社
会
を
特
徴
的
ず
け
る
裕
福
さ
と
余
暇）

に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、

複
雑
な
因
果
関
係
に
あ
る
他
の
諸
現
象
と
も
密
接

に
関
連
し
て
い
る。

文
化
財
へ
の
増
大
す
る
関
心
が
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ

咽り、

実
際
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
の
積
極
的
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り、

の
結
果、

文
化
財
保
護
の
問
題
に
政
治
家
た
ち
の
い
っ
そ
う
大
き
な
注
意
が

」
う
し
た
政
治
的
な
関
心
は

一
連
の
立
法

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

的
措
置
を
引
き
起
こ
し、

そ
れ
が
文
化
財
へ
の
経
済
的
な
関
心
を
増
大
さ
せ 、

さ
ら
に
そ
れ
が
私
的
お
よ
び
公
的
な
「
大
手
金
融
機
関
の
注
目」

の
対
象
と

も
な
っ
た。

こ
れ
ら
す
べ
て
が、

文
化
財
保
存
の
問
題
に
全
く
新
し
い
複
合

性
と
重
要
性
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が、

そ
の
た
め
今
日
で
は
も
は

や

こ
れ
ら
の
要
因
を
考
慮
に
入
れ
な
い
修
復
理
論
は
考
え
ら
れ
ず、

理
論

的
原
則
に
加
え
て、

政
治
的
か
つ
経
済
的
で
も
あ
る
文
化
財
の
管
理
問
題
を

重
視
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る。

実
際
の
と
こ
ろ、

過
去
に
お
い
て
は、

文
化
財
は
国
家
の
活
動
に
お
い
て

二
義
的
な
分
野
で
あ
っ
た
が
（
文
化
財
へ
の
関
心
は、

少
数
の
「
エ
リ
ー
ト」

の
人
々
に
限
ら
れ
て
お
り、

ま
た
文
化
財
保
存
に
当
て
ら
れ
た
予
算
は
最
小

限
で
あ
っ
た
た
め
て

今
日
で
は
国
の
経
済
的、

社
会
的、

文
化
的
生
活
の
重

要
な
分
野
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

し
か
し

こ
の
修
復
の
小
規
模
な
も
の
か
ら
大
規
模
な
も
の
へ
の
推
移
に

は、

否
定
し
が
た
い
長
所
と
と
も
に、

多
数
の
危
険
が
存
在
す
る。

た
と
え

ば、

特
別
な
資
金
融
資
に
よ
っ
て
私
営
企
業
に
委
託
す
る
（
あ
る
い
は
国
が

参
加
す
る）

処
置
の
数
が
増
え
る
こ
と
に
な
る。

そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
処
置

は、

修
復
や
保
存
に
当
た
る
べ
き
国
立
機
関
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
計
画
さ
れ

る
こ
と
が
難
し
く
な
る。

と
い
う
の
も、

度
重
な
る
要
求
に
も
関
わ
ら
ず、

こ
れ
ら
の
国
立
機
関
に
は
新
た
な
処
置
の
実
体
に
即
し
た
構
造
の
強
化
の
た

め
に
必
要
な
資
金
が
目
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る。

と
は
い
え
国
立
機
関 そ

( 4 ) 



No.3 7 (2007) 愛知県立芸術大学紀要

（
文
化
財
監
督
局、

文
化
財
省
な
ど）
だ
け
が、

文
化
遺
産
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

と
い
う
重
要
な
任
務、

そ
し
て
同
様
に
重
要
な
日
常
的
な
維
持
管
理
の
任
務

（
通
常、

特
別
な
処
置
に
は
含
ま
れ
な
い）

を
遂
行
す
る
こ
と
が
き
る
の
で
あ

る
近
年
発
展
を
見
た
「
理
論
的」

変
化
は、

受
動
的
保
護
と
い
う
考
え
か
ら

能
動
的
保
護
と
い
う
考
え
へ
の
移
行
で
あ
る。

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に、

問
題
は
多
岐
に
わ
た
り、

し
か
も
複
雑
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
問
題
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
が
有

益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ、

そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
の
章
で
述
べ
る
こ

と
に
し
た
い。

文
化
財
保
存
へ
の
関
心
の
増
大

こ
の
二
0
年
間、

就
学
率
の
向
上
や、

豊
か
さ
の
拡
大、

観
光
や
余
暇
の

増
加
の
お
か
げ
で、

イ
タ
リ
ア
国
民
の
ま
す
ま
す
広
範
囲
な
層
か
ら
文
化
財

へ
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る。

し
か
し、
F
・

モ
ス
キ
l

ニ
冨0
2V仲
良
が

印

正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に、

い
ま
だ
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

大

衆
の
文
化」

と、

我
々
の
時
代
に
特
徴
的
な
「
大
衆
の
文
化
的
消
費」

と
を

区
別
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。

事
実、

文
化
財
の
識
者
や
享
受
者
の
拡
大

は、

否
定
す
べ
く
も
な
い
民
主
主
義
の
達
成
と
と
も
に、

疑
い
な
く
現
代
社

会
の
好
ま
し
い
側
面
で
あ
る
が、

文
化
的
消
費
は
芸
術
遺
産
の
劣
化
の
新
た

（
芸
術
都
市
に
お
け
る

な
要
因
と
な
る
ば
か
り
で
な
く

「
野
蛮
な」

観
光
を

想
い
起
さ
れ
た
い
て

文
化
的
に
も
望
ま
し
く
な
い。

と
い
う
の
も、

芸
術
作

品
や
修
復
の
質
に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
が
提
供
す
る
情

報
を
受
動
的
に
受
け
取
る
か
ら
で
あ
る。

マ
ス
・

メJ
ア
ィ
ア
は、

そ
れ
と
は

反
対
に、

問
題
と
さ
れ
て
い
る
記
念
建
造
物
や
作
品
を
「
実
際
に
見
た
う
え

で」 、

自
由
で、

個
人
的
な、

で
き
れ
ば
資
料
に
裏
付
け
さ
れ
た
判
断
を
促
す

臼

べ
き
だ
ろ
ヲ。

そ
う
す
れ
ば、

大
衆
の
文
化
的
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
の
で

は
な
く
メ
ッ

セ
ー

ジ
の
レ
ベ
ル
を
低
め
る
こ
と
で
逆
の
教
育
的
効
果
が
生
ま

れ
る
こ
と
だ
ろ
う。

い
く
つ
か
の
一
時
的
な
展
覧
会
へ
の
莫
大
な
数
の
観
覧

者
の
氾
濫
を
見
る
と、

は
た
し
て
ど
れ
だ
け
観
客
が
純
粋
な
文
化
的
関
心
に

よ
っ
て
来
場
し
た
の
か、

ど
れ
だ
け
の
観
客
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
宣
伝

に
よ
っ
て
「
流
行
の」

行
事
を
見
に
や
っ
て
き
た
の
か、

と
い
う
疑
問
が
わ

く。

こ
う
し
た
当
惑
は
「
マ
イ
ナ
ー」

な
美
術
館
（
そ
こ
に
保
存
さ
れ
る
作

品
の
重
要
性
が
低
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い）

ゃ、

通
常
の
観
光
コ
I

ス
か

ら
外
れ
た
芸
術
拠
点
で
は
観
客
が
少
な
い
こ
と
と
も
符
合
す
る。

そ
れ
ゆ
え、

こ
う
し
た
逸
脱
を、
で
き
る
こ
と
な
ら
抑
制
す
る
た
め
に
も、

文
化
財
に
対
す
る
関
心
の
増
大
の
理
由
を
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る。

ua
 

G
・

デ
・
リ
I

タ
が
主
張
す
る
よ
う
に、

こ
の
関
心
の
原
因
は、

す
べ
て
の

豊
か
な
ポ
ス
ト

工
業
社
会
（
イ
タ
リ
ア
社
会
の
よ
う
な）

の
特
徴
で
あ
る
非

物
質
的
な
必
要
性
の
増
大
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

E
E。

ゅん
’ν

そ
こ
で
は
ま
た、

主
観
主
義
と
共
通
の
根
源
の
探
求
（
そ
れ
は
一
見

す
る
と
こ
ろ、

主
観
主
義
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が）

の
増
加
が、

以

下
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
文
化
遺
産
へ
の
関
心
の
増
大
を
も
た
ら
し
て
い
る
の

だ。

ま
ず
第
一
に、

個
人
の
想
像
力
や
文
化
的
な
豊
か
さ
へ
の
刺
激
と
し
て、

第
二
に、

集
団
的
な
記
憧
の
回
復
と
し
て。

し
か
し、

過
去
一
五
年
間
の
イ

タ
リ
ア
社
会
を
特
徴
づ
け
る
こ
う
し
た
文
化
的
要
求
の
増
大
の
中
で、

何
が

純
粋
な
必
要
性
か
ら
生
じ
た
も
の
で、

何
が
市
場
的
手
法
に
よ
り
ま
す
ま
す

( 5 ) 



美術品修復 の理論 （ ill )

鍛
錬
さ
れ
た
巧
妙
な
供
給
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を、
区

別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
再
び
デ
・
リ
l

タ
に
よ
れ
ば、
た
と
え
ば、

一
九
七
0
年
代
後
半
か
ら
八
0
年
代
初
頭
に
か
け
て、
イ
タ
リ
ア
の
多
く
の

地
方
都
市
の
政
策
を
特
徴
づ
け
て
い
た
擬
似
文
化
（
あ
る
い
は
気
晴
ら
し
的

文
化）
の
大
量
の
供
与
の
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

こ
れ
ら
す
べ
て
が
文
化
財
の
考
え
方
自
体
を
い
ち
じ
る
し
く
変
化
さ
せ
た。

と
い
う
の
も、
A
・

ク
レ
メ
ン
テ
ィ

が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
を
引
き
な
が
ら

言
う
よ
う
に、
「
芸
術
作
品
は
ま
っ
た
く
新
し
い
機
能
を
担
う
よ
う
に
定
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ、
我
々
が
意
識
し
て
い
る
機
能
す
な
わ
ち
芸
術
的

側

機
能
は、
将
来、
二
義
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う」
か

ら
で
あ
る。

小
規
模
な
も
の
か
ら
大
規
模
な
も
の
へ
の
移
行

以
前
は
狭
い
範
囲
の
人
々
に
限
ら
れ、
国
の
政
策

文
化
財
へ
の
関
心
は、

や
経
済
の
運
営
に
お
い
て
二
次
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
が、
先
に
述
べ
た

よ
う
な
理
由
か
ら
我
々
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
側
面
と
な
り、
F
・

ベ
レ
l

踊

ゴ
が
正
し
く
強
調
し
た
よ
う
に、
健
康
や
教
育
の
分
野
と
同
様、
今
日
初
め

て
文
化
財
の
「
分
野」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
事
実、
八
0

年
代
初
頭
ま
で
文
化
財
省
は
僅
か
な
資
金
し
か
拠
出
で
き
な
か
っ
た
が、
そ

の
僅
少
さ
の
た
め
に
調
整
が
容
易
で
あ
り、
そ
の
運
営
は
文
化
財
監
督
局
の

専
門
官
に
よ
っ
て
適
切
に
計
画
さ
れ、
さ
ら
に、
修
復
に
は
質
の
高
い
職
人

の
手
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
これ
は
特
に
建
造
物
の
修
復
に
当
て
は

ま
る） 。
現
在
で
は、
公
的
お
よ
び
私
的
な
資
金
が
豊
富
に
集
ま
り、
多
く
の

大
企
業
（
と
り
わ
け
建
築
と
情
報
関
係）
の
関
心
を
こ
の
分
野
へ
引
き
つ
け

て
い
る
が、
こ
れ
ら
の
企
業
は
修
復
の
分
野
に
お
け
る
適
切
な
予
備
知
識
を

も
っ
て
お
ら
ず、
ほ
と
ん
ど
の
場
合、
特
別
な
資
金
を
利
用
し
て
い
る
た
め、

大
半
が
文
化
財
省
の
管
轄
を
免
れ
て
い
る。
他
方 、
文
化
財
省
の
構
造
は
大

量
の
修
復
の
管
理
や
調
整
を
行
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
た
め、
正
当
な
こ
と

だ
が、
こ
れ
ら
の
資
金
の
一
部
を
省
の
構
造
を
強
化
し
機
能
さ
せ
る
た
め
に

当
て
る
要
望
が
幾
度
も
出
さ
れ
て
き
た
（
し
か
し
望
ま
し
い
結
果
は
得
ら
れ

て
い
な
い） 。
実
際
の
と
こ
ろ、
文
化
遺
産
の
修
復
の
計
画
立
案
と
日
常
的
な

の
修
復
処
置
と
は
別
の
二
つ
の
基
本
的
な
任
務
は
こ

保
存
と
い
う、「
臨
時」

の
文
化
財
省
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

受
動
的
保
護
か
ら
能
動
的
保
護
へ

今
日
で
は、
文
化
財
に
対
し
て
な
さ
れ
る
い
か
な
る
修
復
処
置
も、
そ
の

第
一
の
目
的
が
物
質
的
な
保
存
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
と
は
い
え
（
そ

の
た
め
に、
必
要
で
あ
れ
ば、
指
定
や
そ
の
他
の
受
動
的
保
護
に
特
有
の
あ

ら
ゆ
る
法
的
手
段
を
行
使
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る） 、

文
化
財
を
で
き
る
だ

け
多
く
の
大
衆
が
享
受
す
る
こ
と
の
重
要
性
の
ほ
う
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ

し
か
し
近
年
で
は、
文
化
財
の
社
会
的
有
益
性
と
い
う
考

え
が、
危
険
な
こ
と
に
文
化
財
の
経
済
的
収
益
と
い
う
考
え
と
混
同
さ
れ
る

る
傾
向
が
あ
る。

こ
と
が
ま
す
ま
す
多
く
な
り、
そ
れ
ゆ
え
「
文
化
的
油
田」
と
い
う
お
ぞ
ま

し
い
定
義
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
（
こ
れ
に
関
し
て
次

章
を
参
照） 。

文
化
財
の
活
用
が、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
へ
文
化
財
の
認
識
と
享
受

( 6 ) 
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を
拡
張
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は、
ま
っ
た
く
正
当

え
ば
油
分
を
含
ま
な
い
テ
ン
ペ
ラ
薗
（
RB
宮S
E
印刷包）
に
蜜
蝋
の
含
浸
を

で
あ
る。
し
か
し
こ
の
種
の
活
用
は、
い
く
つ
か
の
企
業
が
そ
の
修
復
へ
の

お
こ
な
っ
た
際
に
起
き
る
よ
う
に
（
そ
れ
が
有
害
で
な
い
と
し
て） 、
作
品
の

支
援
か
ら
期
待
す
る
よ
う
な
経
済
的
還
元
や
企
業
イ
メ
ー

ジ
の
向
上
と
は
何

「
外
観」
（
ブ
ラ
ン
デ
ィ

的
な
意
味
で
の）
を
変
化
さ
せ
る
場
合
で
あ
る。

と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
ろ
う。

の
関
係
も
な
い

(39) 

伝
統
的
に
修
復
に
使
用
さ
れ
た
材
料
を、
部
分
的
な
い
し
完
全
に
近
代
の
材

料
に
取
り
替
え
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は、
と
り
わ
け
建
造
物
の
修
復
に
関

し
て、
今
日
も
な
お
活
発
な
論
争
が
続
い
て
い
る。
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

原
註

ヤ
豆島同no巳

問、回
』巴冊目官。口町
品目＝目
白＝司四円出回目
色－
mmwnEmnFC
冊
－町
田己目

識
別
可
能
性
と
可
逆
性
の
重
要
性
は、
過
去
に
お
い
て
も、
た
と
え
ば
マ
ラ
ツ

。5)

円。ロ闘のmE
gHNO
BOB品。－o開店『四HE
anz
宮山『。
ロロEno色町－Z
Rnロ－nF目
胃副門出N5＝曲目・

タ
玄
白
星白
や
エ
ド
ワ
l

ズ
開也君賞品目
に
よ
っ
て
す
で
に
力
説
さ
れ
て
い
た

』ミ白両立～
gF
～ ・SSH
E－
ミ
SH
8
3・
宮
町弘之b・
回
邑
－恒
三・
司・
5N
を
参
照） 。

（
第
一
章
参
照） 。

可
動
作
品
の
修
復
で
は、
こ
れ
ら
二
種
類
の
材
料
は、
大
き
な
論
争
を
引
き

。6)

起
こ
す
こ
と
も
な
く、
か
な
り
以
前
か
ら
共
存
し
て
い
る。
し
か
し
な
が
ら、

作
品
の
「
材
料」
が
受
け
た
劣
化
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
処
置
は
「
保
存
的
修

一
方、
美
的
メッ
セ
ー

ジ
の
鑑
賞
性
を
回
復
さ
せ
る
た
め

修
復
の
統
一
的
な
原
則
と
技
術
が
（
圏
内
的
に
も
国
際
的
に
も）
広
く
ゆ
き
渡っ

復」
に
含
ま
れ
る。

の
す
べ
て
の
処
置
は
「
美
的
修
復」
と
見
な
さ
れ
る。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
大
規
模
な
研
究
所
で
は、
少
な
く
と
も
一
部
で
は、

は
慣
習
的
で
混
同
さ
れ
やす
い
定
義
で
あ
り、
実
際 、
現
在
で
も
保
存
的
修
復

独
自
の
伝
統
的
技
術
を
用
い
続
け
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
さ
ら
に
近

は
「
最
小
限
の
修
復」
と
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
い
る。
保
存
的
修
復
が、
不

年
で
も、
近
代
の
材
料
（
十
分
に
実
証
さ
れ
て
な
い）
を
不
適
切
な
や
り
方
で

適
切
な
や
り
方
で
行
わ
れ
る
と、
深
刻
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
傷
を
引
き

用
い
た
結
果 、
多
く
の
損
傷
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
トッ
ラ
l

起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
の
に
対
し、
補
彩
（
美
的
修
復
に
含
ま
れ
る）
は、
不

ヵ
→。月白口田
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（戸世
田$
8
8
5－
B田Szg

適
切
で
見
ば
え
の
わ
る
い
方
法
で
な
さ
れ
て
も、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
画
面
へ
の損

自白色包囲芯
白
己目己］SHr
h〈草、
高h司令
ええ
、nhhb
刷、、、．。・
回o－o開口同
－E∞タ
司・臼ω） 、

傷
を
与
え
ず
に
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る。

「
絶
対
的
に
良
い
材
料
や
惑
い
材
料
と
い
う
も
の
は
な
く、
適
用
の
仕
方
い
か
ん

。7)

」
の
問
題
に
関
し
て
は
一
九
七
九
年
五
月
二
八
1

三
O
日
に
コ
ル
ト
l

ナ

で
ど
ち
ら
に
も
な
り
う
る」
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う。
こ
の
問
題

で
行
わ
れ
た
美
術
用
語
に
関
す
る
学
会
（
F町田
5
8
2
5
向笠宮
血
豆
町
ι2

に
つ
い
て
は、
g・
。
R
es－
玄白件。ユ包』
n。国
号Z丘三
四
宮丘町江由民
島田
吋町田宮
尾。

呂町田丘
旦）
に
お
け
る
M
・

コ
ル
ダ
l

目
。
a
eg
の
発
表
を
参
照
の
こ
と。

gnnE
田
口Eo－－
担町内号
電
込
hH
司E
RHn弓
号、F
Z－UM－
－坦∞吋
を
参
照
さ

仰）

「
美
的
損
傷」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
は、
修
復
作
業
に
お
い
て、
作
品
の

れ
た
い。
そ
こ
で
コ
ル
ダ
l

ロ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｜｜
「
修
復
処
置

材
質
に
化
学
的
な
い
し
物
理
的
な
損
傷
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
に
せ
よ、
た
と

の
材
料
の
不
適
切
な
選
択
は、
誤
っ
た
二
重
の
評
価
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

( 7 ) 
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う
る。
す
な
わ
ち、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
材
料
を
特
徴
づ
け
る
構
造
1

外
観
の
関
係

の
不
十
分
な
評
価、
そ
し
て
老
化
の
自
然
な
過
程
に
よ
る
新
し
い
材
料
の
変
化

に
つ
い
て
の
不
正
確
な
認
識
で
あ
る」
（
の
2
含8・
。古－n
F
司・
竺） 。

）
 
0

 
4

 
（

 
「
外
的」
な
情
報
と
し
て
は、
文
字
情
報
や
修
復
作
業
の
報
告
（
用
い
ら
れ

た
技
法
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る）
を、
「
内
的」
な
情
報
と
し
て
は、

現
代
の
分
析
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
「
読
解」
が
可
能
と
な
っ
た、
作
品
の
材

料
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
（
実
施
年、
作
業
工
程 、
損
傷

具
合 、
使
用
さ
れ
た
材
料
の
特
徴
な
ど）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

(41) 

こ
う
し
た
学
際
性
は、
と
り
わ
け
修
復
に
関
す
る
理
論
的
関
心
の
高
ま
り
に

よ
っ
て
近
年
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る。
修
復
は
当
初
職
人
的
な
仕
事
で
あ
っ
た

が、
ま
ず
美
術
史
家
た
ち
（
カ
ヴ
ア

ル
カ
セ
ッ
レ
内
堅田一
S8＝白
ロ
ン
ギ

z
aE 、
ブ
ラ
ン
デ
ィ

等）
の、
次
い
で
科
学
者
た
ち
の
注
意
を
引
く
よ
う
に

な
っ
た。
こ
う
し
た
修
復
の
発
展
に
関
し
て
は、
第
四
章
（
科
学
と
保
存）
の

序
文
と、
第
三
章
の
中
の
「
修
復
家
の
育
成」
の
節
を
参
照
の
こ
と。

(42) 

修
復
の
学
際
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
以
下
の
基
本
的
研
究
を
参
照 。
。・
5F
gr

戸田
ω丘四国N血
肉－ ．担
HA白
色色－s
n。白田町三回N－。ロ白
色g
F
g－
2－ESE－
』同庁内耳
、町内
込

旬、。コ白
色町～～ ．。
、4司・
ロ－－E－
－一］∞M・
司・4・
F色・・
「O
間目白『－no－
一口
関口一向ロN－白門0・
－一

円四回

目白ロロ己O『白
刊
で口唱団同国
ι
〆『B－
h ・
hヨhU
3nu司令
札。～、同hHb史、。・
同》
mzd己目－坦∞P司・－4・

）
 
qO

 
4

 
1

 こ
の
問
題
に
つ
い
て
は、
。－
C号BE－－
円。
ECユ口0・
一0
25
R55
8
F
。、．

忌・
の
中
の
説
得
力
あ
る
意
見
を
参
照
さ
れ
た
い。
い
ず
れ
に
せ
よ
修
復
の
学

際
性
は、
こ
の
問
題
に
関
心
を
も
ち、
修
復
に
関
す
る
学
術
的
論
文
を
発
表
し

た
者
で
あ
れ
ば
周
知
の
問
題
で
あ
る。

（必）

「
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
キ
1

ニ
委
員
会」
の
発
足
後
（
つ
ま
り一
九
六
七
年
以
降） 、

「
文
化
財」

イ
タ
リ
ア
で
普
及
し
は
じ
め
た

の
概
念
に
関
し
て
は
次
章
の

「
文
化
財
に
関
す
る
法
令」
と
そ
こ
に
引
用
し
た
文
献
を
参
照
の
こ
と。

(45) 

し
か
し
今
日
で
も、
過
去
と
同
様、
文
化
財
の
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト」
の
保
存

は、
た
と
え
環
境
へ
の
侵
害
の
形
態
が
変
化
し
た
に
せ
よ、
い
ち
じ
る
し
く
困

難
な
状
態
で
あ
る。
五
0
年
代
の
野
蛮
な
建
築
投
機
（
多
く
の
歴
史
的
中
心
地

区
を
歪
曲
し、
そ
の
郊
外
に
お
ぞ
ま
し
い
周
辺
地
域
を
つ
く
りをた
し
た）
に
続

い
て、
以
下
の
よ
う
な
環
境
劣
化
が
起
こ
っ
た。
川
住
居
密
度
の
低
い
新
し
い

タ
イ
プ
の
都
市
化
（
国
土
に
と
め
ど
な
く
広
が
る
悪
名
高
い
「
庭
付
き
二戸
建

て
住
宅」） 、
凶
巨
大
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

の
建
設
（
高
速
道
路 、
メ

タ
ン
ガ
ス
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン、
水
力
発
電
の
貯
水
池
な
ど） 、
同
「
歴
史
的」
不

動
産
や
歴
史
的
中
心
地
区
内
の
場
所
の
不
適
切
な
利
用。

(46) 

こ
の
問
題
に
関
し
て、
F
・
P－
フ
ィ
オ
l
レ
208
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
｜｜
「
記
念
建
造
物
／
記
録
資
料
と
い
う
定
義
は、
保
存
す
べ
き
建
造

物
の
対
象
を、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
他
の
記
念
建
造
物
／
文
学
的
・

記
録
的

図
像
的
資
料
と
と
も
に
包
括
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
が、
そ
の
理
由
は
そ
れ

ら
が
分
か
つ
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
的
総
体
を
形
成
し
て
い
る
た
め
で
あ
る」 。

文
化
財
の
活
用
に
つ
い
て
は、
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
全
体
へ
の
関
心
が、
美
術
錯・

博
物
館
の
理
念
へ
と
浸
透
し、
設
置
環
境
と
美
術
館・
博
物
館
組
織
の
新
し
い

関
係
の
指
摘
に
反
映
し
て
い
る」
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う。
こ
う
し

た
問
題
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照 。
〉・
202
8
F
ロ白＝白
55ロN－02
曲目山一－

四回一時「

ミ25・S
SE－
列。百平田
昌
－由∞4・
唱－M吋・

）
 
7

 
4

 
（

 
お
お
よ
そ、
一
九
七
0
年
代
半
ば
よ
り
は
っ
き
り
と
現
れ
て
き
た
現
象
で
あ

る
(48) 

し
か
し
R
・

ニ
コ
リ
I

ニ
は、
文
化
財
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
主
と
し
て
観

光
の
分
野
に
お
い
て
で
あ
り、
学
校
側
か
ら
の
関
心
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
る
こ

( 8 ) 
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と
を
指
摘
し
て
く
れ
る
（
戸
ZnDEE－－
F・白－
音
色DE目白色白・
。－
z－－
E
旨50・

吉田
工
EZ回
目ユ
号－
憲章。、S
EE－
唱－M
2・

(55) 

－白
ユ
SRP
E
P
S曲NB＝p
己
円四回目白E『0・
ミ尚喜。
S
EE－
8・
SJ
唱－M∞品） 。

〉－
nzB
gt・
0丘町
EO
RSE
a－－
aE・
。巴町田巴O巳
含
吉
田ロO〈同N5
5
0

(4的

」
の
点
に
つ
い
て
は、
次
章
の
第二
節
を
参
照 。

宮町田
8
55
5
号
宏
ユ
gREo－
ミ
s。
ミ
芝E－
司・
2・

(50) 

大
企
業
の
側
か
ら
の
関
心
は、
と
り
わ
け
一
九
八
二
年
の
法
令
五
二一
号
の

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
予
4t一目
さ
れ
て
い
た
他
の
価
値、
特
に
経
済
的
価
値
が

よ
う
な
立
法
措
置
に
由
来
す
る
も
の
で、
否
定
し
が
た
い
利
点
を
も
た
ら
す
一

美
的
価
値
に
優
越
す
る
と
い
う
懸
念
は、
多
く
の
研
究
者
や
文
化
財
保
護
関
係

方
で、
大
き
な
危
険
を
も
は
ら
ん
で
い
る。
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
章
を
参
照 。

者
の
共
感
を
受
け、
近
年
の
多
く
の
論
文
に
いっ
そ
う
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち

(51) 

こ
れ
に
つ
い
て
は、
「
何回・
。吋回目色向
島5
2包C口刊
刊
ロ＝oi
F
g－
nZ
EB－－－

で
現
れ
て
い
る。
そ
れ
ら
の
論
文
の
中
で、
前
述
の
パ
ル
デ
ィ
l

ニ
の
論
文
の

E
E
SNn
r

営むREF
－－4
8・n宮・
官－
EU
参
照 。

結
論
の
み
を
引
用
し
て
お
こ
う
｜｜
「：・
ま
た
し
て
も、
代
償
を
払
う
の
は、

相2)

" 
ι四＝曲

芸
術
作
品
な
の
だ。
こ
の
貴
重
な
「
財
産」
に
対
し
て、
我
々
の
社
会
が
抱
く

司－
F4－c∞nF
町民

回目＝同国四ロ
吉田町司ロロ同
品目－z
回目－〈回
開己目同1ι－白

noロ82
R5
5・

hhsg
E
ZF
8・
2f
－u・
コ由・

関
心
は、
我
々
の
「
美
し
い
国」
の
ホ
テ
ル
や
ト
ラッ
ト
リ
ア、
ピ
ッ
ツ
エ
リ

（臼）

U
・

パ
ル
デ
ィ
l

二
回目
EE
は
正
当
に
も、
近
年
の
記
事
の
な
か
で、
情

ア
を
満
員
に
す
る
と
い
う
主
た
る
課
題
の
二
の
次
な
の
で
あ
る」 。

）
 
6

 
5

 
（

 

報
提
供
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
意
図
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
こ

司・
日》四円四間0・
zz口〈O
自己。
ロロ。i
g

凹mg－
司
R
－
F
g－
nz－ES－－－

と
の
多
い、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
修
復
分
野
へ
の
不
当
な
干
渉
を
嘆
い
て
い
る。

－句円
九町、吋N内
r
ah凡さN芯ミ
崎町

。、号、bHcz
b～hb
旬。同pb

え魚川町b
bミミ』
、up

－M
皆同。dR同

バ
ル
デ
ィ
l

ニ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｜｜
「・：
毎
回
の
よ
う
に
公
的
・

－由∞∞w
唱－M由日・
一
九
八
八
年
六
月一
一一
l二

四
日
に
ブ
レ
ツ

サ
ノ
lネ

で
開
催

私
的
な
修
復
に
疑
い
を
か
け
て、
そ
れ
を
情
報
の
マ
ー

ケ
ッ
ト

へ
引
き
渡
し、

さ
れ
た
学
会
の
報
告
集。

世
論
を
二
分
さ
せ
る
ま
で
正
真
正
銘
の
「
国
民
投
票」
の
必
要
性
を
訴
え
続
け

る
こ
と
が、
も
は
や
我
々
の
悪
癖
と
な
っ
て
い
る・： 。
修
復
作
業
に
た
ず
さ
わ

る
人
や
そ
の
責
任
者
は
何
も
知
ら
ず、
情
報
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

で
は
な
い。
エ

キ
ス
パ
ー
ト
は
外
に
お
り、
修
復
の
関
係
者
で
は
な
い
「
他
の
人
」々
が
す
べ

て
を
知
っ
て
い
る・： 。
そ
し
て、
多
く
の
人
々
が
小
耳
に
挟
ん
だ
こ
と
を
話
し、

皆
が
客
間
の
「
集
ま
り」
で
の
議
論
に
興
じ
る
の
だ・：」 。
（
塁
王国同－
g個師
ry

玄曲目白nng・
玄go－go－
玄－－
80一』巴白
雪白
《玄〉〉
白
J－
E
ECロ
回NZ口白－E
官官DS
F

』ミ中bE町民軍
SS－
玄－－
80・
－由∞∞－
P
N・
唱－aE）

(54) 

。・
un
m宮P
Fm
g回一。三
円目。－
∞Enoogo
ιa
tma
nEgg－－
白色古
田口丘町芯

� 

( 9 ) 
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訳

者

後

記

本
論
は、
。吉田
昌玄
E
F
E
Et－
ミ3
2S2
3
S九
九九Yさと
内
乱m
ph
g
E
ミ

～九匂Rm・ －hsミp
『向。ミ町
同町内門誌町内岳町・
巴内出口町
（口町一
切SEno
間金丹08）・
－申∞タ

N・
叶白0
5
色町一
呂田gz円0・
目当・∞
ア
き
の
翻
訳
で
あ
る。

『
愛
知
県
立
芸
術
大
学
紀
要』

」
の
翻
訳
は、

N
0 ．
坊
に
掲
載
し
た
ジ
ユ

ゼ
ッ
ピ
l

ナ
・

ペ
ル
ジ
l

二
「
美
術
品
修
復
の
理
論」
（
E）
 
の
続
篇
を
な
し

て
い
る。

著
者
ジ
ユ
ゼ
ツ
ピ
1

ナ
・

ペ
ル
ジ
l

ニ
は、

イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
エ
ス
テ
大

学
で
近
世
美
術
史
を
専
攻
し
た
後
（
一
九
七
八
年
卒
業）

ウ
1

デ
ィ

ネ
州
の

パ
ッ

サ
リ
ア
1

ノ
州
立
修
復
専
門
学
校
で
修
復
士
の
デ
ィ
プ
ロ
マ
を
取
得

（一
九
八
O
年） 。

早
く
か
ら
美
術
史
研
究
と
美
術
品
保
存
修
復
の
両
分
野
で

活
動
を
展
開
し
た
後、
一
九
九
一
年
か
ら
ウ
l

デ
ィ

ネ
大
学
文
学
哲
学
部
の

文
化
財
学
科
（
ロ

宮Es
gs
＆
g
g曲
師

、Emg
E
∞町三
円Z
EE－一）

で
教
鞭
を
取
る
よ
う
に
な
り、
現
在
は
同
大
学
で
美
術
技
法
史

2
8
5
号－
z

同m
g
E回目
白
邑由民
各自）
担
当
の
助
教
授
を
務
め
て
い
る。

著
書
に
は、
本
書
お
よ
び
そ
の
初
版
（
営マむえ
尽
き司同
ミ
『
S
S
Nqc～
足。ミp

Hmc『
hn戸
川町内ミ九円、ぜ町・
cn出口m・
－申∞印）
の
他
に、
以
下
の
二
冊
が
あ
る。

ミ九円。～b
、む町
内H両足～む『円
吉町内ミ。
丸町内b
hh『守宮「旬。・
冨Oロ
Enoロm
由也市山

内－
hqh
H句、．－
h
ミ
』志向同町むた
さ
え町内た

ミミ町宮

九守雪之む札
。～hp
C
内法ロ白
Moo－
 

註
は
す
べ
て
原
註
で
あ
る。
本
文
中
の〔
〕
は
訳
者
に
よ
る
補
填
で
あ
る。

以
下、
三
人
の
共
訳
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
を
紹
介
し
て
お
く。

大
竹
秀
実
（
一
九
九
五
年、

東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
芸
術
学
科
卒 、

大
学
院
文
化
財
保
存
学
専
攻
修
了 。

一
九
九
八
年、

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
大
学
文

化
財
保
存
科
学
修
了 。

一
九
九
九
｜

二
O
O
O
年、

イ
タ
リ
ア
政
府
給
費
留

学
生。

二
O
O
O

二
O
O
二
年、

文
化
庁
芸
術
家
在
外
派
遣
研
修
員
と
し

て
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
国
立
修
復
機
関
で
研
修。

東
京
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師、

東
京
文
化
財
研
究
所
客
員
研
究
員
を
経
て、

現
在
は
株
式
会
社
プ
リ
ザ
ベ
l

シ
ヨ
ン
・

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

ズ
・

ジ
ャ
パ
ン
に
勤
務） 。

西
村
明
子
（
一
九
九
八
年、

福
岡
教
育
大
学
教
育
学
部
美
術
科
卒 。

。

0
0
年、

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
の
C
E〈四『包
S
E
S
E
R－oロ
色白
色02 ・
〉ユ刊
の
二
年

制
絵
画
保
存
修
復
コ
l

ス
を
修
了 。

二
O
O
一
｜

二
O
O
三
年、

フ
ィ
レ
ン

ツ
工
大
学
文
学
哲
学
部
美
術
史
学
科
聴
講
生。

現
在
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
国
立
修

復
機
関
付
属
学
校
陶
器
修
復
コ
l

ス
に
在
籍） 。

池
田
奈
緒
（
一
九
九
六
年、

女
子
美
術
大
学
洋
画
科
卒 。

二
O
O
O
年、

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
の
C
2
5
5
S
E
お
ヨ
自
5
5
Z
庁－－－
〉
号
の
三
年
制
絵
画
保

存
修
復
コ
l

ス
を
修
了 。

二
O
O
一
｜

二
O
O
二
年、

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
国
立

修
復
機
関
で
研
修
後、
ト
レ
ヴ
ィ
l

ゾ
に
共
同
修
復
工
房
ロ
ッ
ソ
・
ド
ゥ
オ
l

ヴ
オ
を
開
設） 。

〔
森
田
義
之〕

同

( 1 0  ) 


