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美術品修復の理論（ I)

序吾。
自問

前
章
で
は
、

現
在
の
修
復
理
論
の
基
礎
を
な
す
諸
原
則
が
、
数
世
紀
の
あ

い
だ
に
ど
の
よ
う
に
徐
々
に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
か
を
概
略
的
に
見
た
が
、

様
々
な
国
や
様
々
な
修
復
工
房
の
伝
統
技
術
に
結
び
つ
い
た
処
置
方
法
に
は

著
し
い
不
一
致
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
現
在
の
修
復
理
論
は
、

そ
の
大
筋

に
お
い
て
、
今
や
至
る
と
こ
ろ
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
実
際

に
は
我
々
は
ま
だ
理
論
と
修
復
方
法
に
関
す
る
完
全
な
合
意
か
ら
は
程
遠
い

（
お
そ
ら
く
そ
の
ほ
う
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
）
。

し
か
し
、
修
復
の
性

格
自
体
か
ら
言
っ
て
、

理
論
の
適
用
は
決
し
て
単
純
で
一
義
的
で
は
な
い
と

は
い
え
、

も
は
や
全
て
の
人
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
基
本

的
原
則
（
修
復
部
分
の
識
別
可
能
性
、
可
逆
性
な
ど
）
が
存
在
す
る
。

今
日
、
修
復
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
考
察
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る

の
は
、

一
九
六
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
チ
ェ

l
ザ
レ
・
、
、
フ
ラ
ン
デ
ィ

そ
の
名
も
『
修
復
の
理
論
叫
が
ミ
E
♀～

5
h
Eミ
九
円
』
と
題
さ
れ

コ
ン
テ
ィ
円
。
E
－
は
、
プ
ラ
ン
デ
ィ
の
思
想
の
重
要

円。回
mw
円。

国

E
ロ
忌
の
、

た
本
で
あ
る
。
近
年
、

性
を
認
め
な
が
ら
も
、
著
者
の
理
想
主
義
の
主
張
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
こ
の
非
難
に
コ
ル
ダ
l
口
内
2
E
S
は
強
く
反
楼
し
、
、
、
フ
ラ
ン

デ
ィ
の
思
想
と
フ
ッ
サ
l
ル
岡
山
品
目

S
仏
国

5
由。ユ

〔
ド
イ
ツ
人
哲
学
者
、

一
八
五

の
現
象
学
を
再
び
結
び
つ
け
て
、

九
ー
一
九
三
八
年
〕

コ
ン
テ
ィ
の
主
張
に
見

「
構
造
国

E
E
E」

ら
れ
る
作
品
の

へ
の
無
関
心
さ
を
批
判
し
た
。

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の

「
理
論
」

は

一
九
七
二
年
の

「
修
復
憲
章
」

の
大
き
な

拠
り
所
と
も
な
っ
た
が
、

そ
こ
か
ら
は
修
復
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る

あ
ら
ゆ
る
者
に
と
っ
て
不
可
欠
な
い
く
つ
か
の
概
念
や
定
義
が
生
ま
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の

を
、
次
い
で
修
復
の
基
本
的

「
理
論
」

原
則
を
分
析
し
、
最
後
に
修
復
の
理
論
と
実
践
の
近
年
の
発
展
に
つ
い
て
分

析
す
る
こ
と
に
す
る
が
、

」
れ
ら
は
、

こ
の
二
十

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に

年
間
に
お
こ
っ
た
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
な
変
化
と
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
。

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論

と
特
徴

修
復
の
定
義

修
復
の
概
念

修
復
と
は
、

一
般
に
、

人
間
の
活
動
が
産
み
出
し
た
事
物
を
再
び
機
能
さ

せ
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
介
入
処
置
を
意
味
す
る
。

こ
の
概
念
を
更

し
か
し
、

に
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
二
種
類
の
修
復
、

さ
せ
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
た
手
工
業
製
品
に
関
す
る
修
理
と
、
芸
術
作

つ
ま
り
機
能
を
回
復

品
に
関
わ
る
い
っ
そ
う
複
雑
な
修
復
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
た
が
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
あ
る
事
物
が
芸
術
作
品
で
あ
る
の
か
を
定
め
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
は
芸
術
の
定
義
と
い
う
難
し
い
問
題
を
含
ん
で

お
り
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

あ
る
事
物
の
芸
術
的
特
質
の
認
識
は
、

そ
の
都
度
、

各
人
の
意
識
の
う
ち
で
生
じ
る
と
主
張
し
て
、

問
題
の
解
決
を
は
か
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
あ
る
個
人
が
、

あ
る
瞬
間
に
、
芸
術
的
価
値
を
与
え
た
物

が
芸
術
な
の
で
あ
り
、

そ
の
芸
術
的
価
値
の
認
識
か
ら
、
修
復
も
含
め
た
そ

の
事
物
に
関
す
る
対
応
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。

芸
術
作
品
は
、
芸
術
作
品
と
し
て
の

「
美
的
要
件

z
g目白
o
m
H
O
E
S
」

と

、、a，
ρ
n
U
 

1
i
 

〆，
t

、、
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「
歴
史
的
要
件

5
0
R
m
a。
忌
ω
」
を
示
し
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
修
復
と
は

「
芸
術
作
品
を
未
来
へ
と
伝
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
芸
術
作
品
の
物
理

対
極
を
な
す
美
的
お
よ
び
歴
史
的
な
二
面
性
に
お
い
て
芸
術
作

品
を
認
識
す
る
方
法
論
的
な
瞬
間
」
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

的
実
体
と
、

こ
の
定
義
か
ら
、
修
復
処
置
の
基
礎
と
な
る
実
践
的
な
原
則
、

と
り
わ
け

「
修
復
は
、
芸
術
作
品
の
物
質
的
側
面
に
対
し
て
の
み
行
わ
れ
る
」

と
い
う
原

こ
の
白
明
の
理
に
よ
っ
て
、
修
復
は

い
か
な
る
場

則
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

合
で
あ
れ
、
決
し
て

「
イ
メ
ー
ジ
」

あ
る
い
は
作
品
の
形
象
そ
の
も
の
に
介

入
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
か
な
る
芸
術
作
品
も
美
的
要
件
と
歴
史
的
要
件
を
示
し
て
い
る
と
述
べ

’－占有、
A

、

宇
A

，刀

し
か
し
、
修
復
の
過
程
で
は
、

二
つ
の
要
件
の
内
の
一
つ
を
よ
り
重

要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
生
じ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ

に
よ
れ
ば
、

「
あ
る
芸
術
作
品
の
存
在
理
由
は
そ
の
美
的
特
性
に
あ
り

歴
史

性
に
あ
る
の
で
は
な
い
」

た
め
、
常
に
美
的
要
件
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

し
か
し
、

通
常
は
こ
の
二
つ
の
要
件
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
、

そ
れ
ゆ
え
、

「
修
復
は
、
芸
術
作
品
の
経
年
の
痕
跡
を
潰
す
こ
と
な
く
、

ま
た
芸
術
的
な
偽
り
や
歴
史
的
な
担
造
を
犯
す
こ
と
な
く
、
芸
術
作
品
の
潜

在
的
な
統
一
性
の
回
復
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
芸
術
作
品
の
潜
在

的
統
一
性
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
定
義
を
い
っ
そ
う
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
、
）
フ
ラ
ン
デ
ィ
に
よ
っ
て
用

い
ら
れ
た
用
語
の
い
く
つ
か
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

芸
術
作
品
の
「
物
質
」

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
芸
術
作
品
の

「
物
質

B
巳
包
ω
」
と
は
、
芸
術
家
が
考
案

し
た
イ
メ
ー
ジ
の
具
体
的
表
象
を
担
う
す
べ
て
の
も
の
、

と
定
義
し
て
い
る
。

し
か
し
作
品
の
物
質
の
な
か
で
も
プ
ラ
ン
デ
ィ
が

「
構
造

a
E
E
E
」
と
呼

ぶ
、
作
品
を
構
成
す
る
物
理
的
媒
体
の
部
分
は
、
彼
が

「
外
観

g
宮
ぎ
」

豆
J
H
h
勺

”H
F

J

V

 

イ
メ
ー
ジ
の
表
象
と
強
く
結
び
つ
い
た
他
の
部
分
に
対
し
て
支
持
体

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

実
際
、
極
端
な
場
合
に
は
、

「
構
造
」

の
一
部
を
作
品
の

「
外
観
」

を
変
え

ず
に
取
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
板
絵
の
木
の
支
持
体
の
損

傷
が
ひ
ど
い
た
め
、

新
し
い
支
持
体
の
上
に
絵
具
層
の

「
移
し
替
え

gm唱
。
ュ
。
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
作
品

の
物
質
を
構
成
す
る
物
理
的
媒
体
の
一
部
を
常
に
外
観
の
変
化
を
き
た
さ
ず

に
取
り
替
え
う
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
ヴ
ィ
オ
レ
H
ル
H
デ
ユ
ツ
ク

ョ。－－
E
E－o
’U
R
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
記
念
建
造
物
は
、
傷
ん

だ
古
い
石
を
新
し
い
石
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
石
と
同
じ
も
の
で
は
あ
っ
た
が
）

に
取
り
替
え
た
た
め
に
、
建
造
物
全
体
に
紛
い
も
の
の
印
象
を
与
え
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
事
実
、
作
品
の
外
観
は
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て
こ
う

む
っ
た
あ
ら
ゆ
る
変
化
を
と
も
な
う
、

そ
の
物
質
に
よ
っ
て
も
決
定
づ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
記
念
建
造
物
を

（
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
素
材
を
用
い
て
）
別
の
場
所
に
再
建

す
る
こ
と
も
、
周
囲
の
環
境
の
変
化
に
起
因
す
る
、

そ
の

「
外
観
」

も
た
ら
す
。

の
変
化
を

そ
の
記
念
建
造
物
自
体
の
保

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
処
置
は
、

存
を
保
障
す
る
手
段
が
他
に
な
い
場
合
に
の
み
正
当
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 と

( 17) 



美術品修復の理論(I)

芸
術
作
品
の
「
潜
在
的
統
一
性
」

修
復
は
芸
術
作
品
の

「
潜
在
的
統
一
性

5
5
3
5
H
N
E
O
」
の
回
復
を
目

標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
が
、

そ
れ
は

〔
そ
れ
自
体
で
完
全
な
〕

全
体
に
属
す
る
統
一
性
の
こ
と
で
あ
り
、

〔
部
分
の
集
合
と
し
て
の
〕
総
計
に
お

い
て
達
成
さ
れ
る
統
一
性
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
芸
術
作
品
は
一
つ
一
つ
が
そ

れ
自
体
で
完
結
し
た
芸
術
作
品
で
あ
る
諸
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

あ
る
作
品
が
物
質
的
に
多
く
の
部
分
か
ら
成
る

（
た
と
え
ば
多
翼
祭
壇
画
の
よ
う
に
）
、

そ
れ
は
分
割
を
は
ば
む
魅

場
合
で
も

力
を
放
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
様
々
な
部
分
が
そ
れ
自
体
で
特

別
の
美
的
価
値
を
も
た
な
い
場
合
に
は

（
モ
ザ
イ
ク
の
石
片
や
建
造
物
の
切

石
の
よ
う
に
）
、
芸
術
家
が
望
ん
だ
形
態
的
脈
絡
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
、

そ

れ
ら
が
美
的
な
意
味
を
ま
っ
た
く
失
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
お
の
こ
と
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

芸
術
作
品
の
全
体
は
自
然
界
の
有
機
的
・
機
能
的
な
全
体
と
一
致
す
る
わ

け
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、

あ
る
主
題
な
り
あ
る
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

経

験
に
基
づ
い
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
要
素
が
表
さ
れ
て
い

な
く
て
も
完
結
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
表

（
た
と
え
ば
、

さ
れ
よ
う
と
、
表
れ
た
ま
ま
の
姿
が
完
全
な
の
で
あ
る

あ
る

男
が
胸
像
や
片
腕
だ
け
の
姿
で
表
さ
れ
て
い
て
も
、

不
完
全
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
）
。

芸
術
作
品
は
、
部
分
部
分
か
ら
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

も
し
物

理
的
に
断
片
と
化
し
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
断
片
ご
と
に
ひ
と
つ
の
全
体
と
し

て
存
在
し
続
け
る
は
ず
で
あ
り
、

こ
の
潜
在
的
統
一
性
は
残
存
す
る
形
の
痕

跡
に
比
例
し
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

欠
損
の
補
完
の
正
当
性
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
類
推
に
よ
る
」

し
た
が
っ
て
欠
損
の
補
完
は
可
逆
的
で
あ
り
容
易
に
識
別
可
能
な
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

ま
た
歴
史
的
な
紛
い
も
の
を
作
り
だ
し
た
り
美
的

回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
統
一
性

を
壊
さ
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
損
傷
を
与
え
た
り
し
な
い
た
め
に
は
、

芸
術
作
品
に
関
わ
る
「
時
間
」

ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
に
は
三
つ
の

「
時
間
」
が
存
在
す
る
。

第
一
の
時
間
は
芸
術
家
が
作
品
の
表
現
に
要
し
た
時
間
で
あ
り
、
第
二
の
時

聞
は
創
作
が
終
わ
っ
た
時
点
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
芸
術
作
品
を
認
知
す

る
ま
で
の
時
間
で
あ
り
、
第
三
の
時
間
は
芸
術
作
品
を
見
る
人
間
の
意
識
に

お
い
て
芸
術
作
品
の
認
知
が
な
さ
れ
る
時
間
で
あ
る
。

き
わ
め
て
重
要
な
の

は
、
芸
術
作
品
を
修
復
す
る
人
が
こ
れ
ら
三
つ
の
時
間
に
つ
い
て
明
白
な
白

覚
を
も
ち
、
三
つ
の
時
間
の
う
ち
の
ど
れ
に
介
入
す
る
の
か
を
正
確
に
知
つ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
修
復
が
第
一
の
時
間
に
介
入
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

た
と
え
そ
れ
を
行
っ
た
人
が
い

て
、
忌
わ
し
く
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
「
空
想
の
修
復
日
目
冨
足
。
島
伊
ロ
冨
己
創
」

を
う
み
だ
し
た
と
し
て
も
。

「
第
二
の
時
間
」

に
入
り
込
む
修
復
も
ま
た
正
当
な
も
の
で
は
な
い
。

ぜ
な
ら
そ
れ
は
作
品
の
完
成
か
ら
現
在
ま
で
に
経
過
し
た
時
間
を
無
化
し
ょ

う
と
す
る
か
ら
で
、
こ
れ
は
い
わ
ば
「
復
元
の
修
復
日
ω
冨
号
。
長
丘
一
宮
・
5
5。」 な

(18) 
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の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、

こ
の
種
の
修
復
は
時
間
が
作
品
に
も
た
ら
し
た
損

傷
を
消
し
去
り
、
作
品
を

「
新
し
い
も
の
の
よ
う
に
」
見
せ
よ
う
と
す
る
。

あ
る
い
は
、
作
品
が
年
月
の
経
過
の
う
ち
に
受
け
た
付
加
物
や
改
変
を
除
去

し
よ
う
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
修
復
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
唯

の
時
間
は
、
作
品
を
見
る
人
の
現
在
の
時
間
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

プ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
理
論
」
か
ら
今
日
ま
で
の
若
干
の
基
本
的
な
修
復

処
置
の
検
討

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
吉
－

5
5
の
問
題
は
、

お
そ
ら
く
修
復
に
お
け
る
最
も
デ

リ
ケ

i
ト
で
難
し
い
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、

し
ば
し
ば
こ
の

作
業
の
大
半
が
そ
の
能
力
に
依
存
し
て
い
る
修
復
家
を
導
く
こ
と
の
で
き
る

規
則
は
、

非
常
に
一
般
的
な
も
の
し
か
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
事
実
、

誤
っ
た
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
傷
を
引
き
起
こ
し
か
ね

な
い
が
、
下
手
な
補
完
は
し
ば
し
ば
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
に
損
害
を
き
た
す
こ

と
な
く
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
も
多
く
の
作

品
が
十
分
に
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
技
術
者
の
思
う
が
ま
ま
に
任
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
有
名
な
修
復
工
房
に
お
い
て
さ
え
、
大
多
数
の
修
復
家
や
美
術
史
家
に

よ
っ
て
今
や
甚
だ
し
く
有
害
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の

方
法
が
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
理

論
的
立
場
と
結
び
つ
い
た
多
様
な
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
基
準
が
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
だ
ろ
う
。

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
お
そ
ら
く
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
問
題
を
分
析
し
た
最
初
の
人

で
あ
り
、
彼
が
正
し
く
も
芸
術
作
品
の
基
本
的
特
性
と
定
め
た
も
の
、
す
な

わ
ち
芸
術
作
品
が
示
す
歴
史
的
要
件
と
美
的
要
件
か
ら
論
を
始
め
て
い
る
。

歴
史
的
要
件
に
し
た
が
え
ば
、
芸
術
作
品
は
人
間
の
営
為
が
生
み
だ
す
工

作
物
の
ひ
と
つ
と
見
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、

そ
れ
が
被
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

改
変
は
、
時
間
の
経
過
の
記
録
と
し
て
保
存
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

し
か
し
、

同
じ
守
フ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

こ
れ
ら
の
改
変
を
さ
ら
に
分
析

し
て
、

そ
れ
を

「
手
直
し
民
営
5
8
t
」

「
手
直
し
」

「
付
加

a
m
E
E
O
」
に
分
け
、

を
古
い
部
分
と
新
し
い
部
分
を
識
別
不
可
能
な
よ
う
に
融
合
さ
せ

と

る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
再
形
成
し
よ
う
と
す
る
介
入
処
置
と
見
な
し
た
。

手
直
し
が
暗
に
ま
た
公
然
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
介
入
処
置
が
作
品
の
生
ま

れ
た
の
と
同
じ
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
場
合
で
あ
れ
、

一
又
司
二
、

！
j

l

 
過
去
の
時
間
を
も
手
直
し
が
な
さ
れ
た
現
代
に
完
全
に
溶
け
込
ま

せ
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
れ
、
常
に
時
間
の
経
過
を
無
化
し
よ
う
と
す
る
こ

と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
歴
史
的
要
件
に
も
相
反
す
る
二
つ
の
場
合
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
実
際
、

一
番
目
の
場
合
（
現
在
の
介
入
を
実
際
よ
り

も
古
く
見
せ
よ
う
と
す
る
介
入
処
置
）

は
歴
史
的
な
担
造
で
あ
り
決
し
て
許

容
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、

二
番
目
の
場
合
は
、
修
復
の
領
域
に
は
入
ら

な
い
と
は
い
え
、
常
に
人
間
の
営
為
の
真
正
の
証
言
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

く
正
当
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て

「
付
加
」

は
、
作
品
を
発
展
さ
せ
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る

性
質
を
も
ち
、

当
初
の
外
観
に
踏
み
込
む
こ
と
な
く
作
品
に
差
し
込
ま
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

歴
史
的
要
件
の
た
め
に
は
、

そ
れ
は
常
に
保
存
さ
れ
る
べ
き
と 全

(19) 



美術品修復の理論(I)

言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

手
直
し
と
付
加
の
問
題
を
美
的
要
件
に
照
ら
し
て
考
え
る
な
ら

ば

そ
れ
を
除
去
す
る
か
保
存
す
る
か
は
常
に
そ
れ
ら
の
美
的
価
値
へ
の
判

断
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
に
似
せ
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
な
い
）
手
直
し
は
、
新
し
い
芸
術
的
統
一
に
到
達
し
て
い
る

場
合
に
は
保
存
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
し
、

「
付
加
」

を
除
去
す
る
か
保
存
す
る

か
も
、

そ
の
美
的
価
値
や
、

場
合
に
よ
っ
て
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
判
読
に

及
ぼ
す
妨
げ
具
合
に
よ
っ
て
判
断
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
の
研
究
者
た
ち
も
芸
術
作
品
へ
の
後
世
の
介
入
処
置
を
除
去
す
る
か
保

存
す
る
か
の
問
題
を
検
討
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
解
決
方
法
を
提
案
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
の
違
い
は
、
本
質
的
に
は
二
つ
の
要
件
（
美
的
要
件
と
歴
史
的
要
件
）

の
ど
ち
ら
か
に
与
え
ら
れ
た
価
値
の
相
違
に
よ
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

フ
ィ
リ
ッ
ポ

l
E
E
3
2
は
、
厳
密
に
歴
史
性
を
尊
重
す
る

修
復
は
ま
っ
た
く
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

「
作
品
を
あ
る
が
ま
ま
に
残
せ
ば
歴
史
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
る
し
、

作
品
に
介
入
す
れ
ば
美
観
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
芸
術
作
品
が

存
在
す
る
理
由
は
審
美
性
で
あ
っ
て
歴
史
性
で
は
な
く
、
修
復
の
課
題
は
ま

さ
に
美
的
構
造
に
失
わ
れ
た
明
瞭
さ
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
つ

て
修
復
は
常
に
批
評
的
仮
説
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
」

パ
l
ネ

H
v
g
o

は、

こ
の
主
張
を
評
価
し

何
世
紀
も
の
聞
に
作
品
の
様

相
を
変
え
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
層
の
重
な
り
を
絶
対

的
に
公
平
に
見
る
態
度
が
、
審
美
性
に
対
し
て
も
解
釈
や
判
断
と
し
て
理
解

さ
れ
た
歴
史
に
対
し
て
も
、

い
か
に
過
ち
で
あ
る
か
を
指
摘
す
る
。

シ」い，っ

こ
と
は
、

あ
る
種
の
介
入
が
芸
術
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
か
否
か
を
決
定

す
る
こ
と
で
あ
り
、

も
し
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
隠
蔽
し
た
り
損
な
っ
て
い
る

うだ
こけ
と な
にの
なで
る（10）あ

れ

は
そ
れ
ら
を
除
去
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
正
し
い
と
い

パ
ル
デ
ィ

l
二
回
巳
佳
巳
も
、
作
品
の
い
わ
ゆ
る

「
歴
史
」

に
正
し
い
価

値
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
有
益
な
行
為
で
あ
る
も
の
か
ら
恋
意
的

な
醜
悪
化
で
あ
る
も
の
を
切
り
離
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、

「歴

史
は
、

そ
の
河
床
に
真
実
の
歴
史
そ
の
も
の
で
は
な
く
単
な
る
無
益
な
年
代

記
に
す
ぎ
な
い
行
為
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
欺
か
れ
で
は
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
」
。

こ
れ
ら
の
研
究
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
立
場
は
異
な
る
が
、

カ
ル
ボ
ナ

l
ラ

る（I針。
0 1-"1 

O" 。
ロ
俗
図噌

岱

が

「
批
評
的
修
復
円
g
E
g
g
E位。。」

と
定
義
す
る
流
派
に
属
す

こ
れ
と
は
反
対
の
立
場
が
、
純
粋
な
保
存
と
し
て
理
解
さ
れ
た
、

そ
れ

ゆ
え
に
歴
史
的
要
件
を
優
先
す
る
修
復
の
概
念
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
も
ま
た
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
修
復
処
置
と
同

せ
求
之
、

1
；
 
（
修
復
家
と
し
て
の
能
力
と
は
別
に
）

さ
ま
ざ
ま
な
美
的
な
批
評
基
準

と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、

フ
ィ
リ
ッ
ポ

l
が
正
し
く
強

そ
れ
ゆ
え
、

調
し
た
よ
う
に
、

ひ
と
つ
の

「
批
評
的
仮
説
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

か
の
有
名
な

「
論
争
」

の
焦
点
と
な
っ
た
パ
テ
ィ
ナ
の
除
去
な
い
し
保
存
の

問
題
を
考
え
れ
ば
と
り
わ
け
明
瞭
と
な
る
。
こ
れ
は

「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
論
争

。H
O
O
D
』ロ明。。ロ可。〈
o
－－∞可」

の
名
で
知
ら
れ
、

一
九
五

O
年
の
少
し
前
に
生
じ

－－
a
て
品
、

事
九
品
川
川

い
く
つ
か
の
面
で
は
、
今
な
お
続
い
て
い
る
論
争
で
あ
る
。

論
争
の
発
端
は

一
九
四
七
年
、

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ

ロ
ン
ド
ン
の

リ
l
」

の
修
復
室
に
お
い
て
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
ー
ー
ー
あ
る
い
は

「
過
度

( 20) 
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に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
」

l

l
何
点
か
の
絵
画
の
展
示
で
あ
っ
た

'"d 

出
。
ロ
骨
、
宮
町
訟
を
き
ミ
ミ
ミ
ミ
竜
丸
、
片
言
、
2
2
3
2認可）唱

z
k
H
4
）
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
『
パ

l
リ
ン
ト
ン
・
マ
ガ
ジ
ン
』
誌
に
イ
ギ
リ
ス

円。ロ品。ロ

の
修
復
室
で
行
わ
れ
た
過
度
の
修
復
を
批
判
す
る
攻
撃
的
な
論
文
を
載
せ

（
司
宮
内
－
gDIEm
。
同
盟
。
E
B国
百
問
。
E
H
gロ
吉
岡
J
W江
口
釦

〈

mBF回
目

回

自

門

田

こ
れ
に
対
し
て

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」

M
n
F
Z
h
H
C
）、

の

。EN
g－

修
復
家
で
あ
る
マ
ク
ラ

l
レ
ン
宮
町
固
め
門
司
自
と
ウ
ェ
ル
ナ
l
君。
B
2
が
同

様
に
論
争
的
な
調
子
で
反
論
し

（∞。目。

向。。
FMm凶

－

各国
0
2色。ロ

mwt
。ロ↓［

5
5田町
。
∞

g
ι
2
m
N
O
P
E込
認
さ
お
足
。
同
－
Q
N
S
F

デ
ィ
は
改
め
て
こ
れ
に
反
論
を
加
え
た
。

凶〈

U
H
F
5
8
）
、
ブ
ラ
ン

「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
論
争
」

の
第
二
段
階
は
一
九
六
一
年
に

E
・
リ
ュ

1
マ

ン
に
よ
っ
て
口
火
を
切
ら
れ

（
円
。
。
目
白
邑
。
．
目
白
目
。
。
ι
J
m
E
B
S。
・
吋
宮
川
匂
立
同
凡
h
h
w

f
F
N
h

ミ
ミ
ミ
．

hasミ
2
・

z
－・3
2
）、

」
れ
に
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
。
。
E
ゲユ吾、

人 0
々・
がク
反ル
論ツ
し（15）剛

i::: 
N 

S
・
リ

l
ス
・
ジ
ヨ

1
ン
ズ
同
8
∞
守
口
2
そ
の
他
の

ほ
ぼ
全
員
が
イ
ギ
リ
ス
の
修
復
室
で
行
わ
れ
た
ク
リ

l

ン
グ
の
基
準
に
批
判
を
加
え
た
。

で
は
こ
れ
ら
の
基
準
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

イ
ギ
リ
ス
の
修
復
家
た
ち
は
、

画
家
の
工
房
を
出
た
と
き
に
も
っ
て
い
た
は

ず
の
外
観
を
作
品
に
再
び
取
り
戻
さ
せ
よ
う
と
し
て
、

パ
テ
ィ
ナ
官
一

S

（
彼
ら
は
そ
れ
を

「
汚
れ
」

と
考
え
る
）
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ヴ
エ
ラ
ト
ゥ

l
ラ

g
z
z
g
〔
仕
上
げ
の
た
め
の
透
明
な
上
塗
り
〕

ま
で
も
除
去
す
る

「
完
全
な

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
宮
E
E
E
宮
古
m
g－o
」
を
行
っ
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
こ
そ

で
あ
り
、

一
方
、
中
央
修
復
研
究
所
で
行

「
客
観
的
」

「
主
観
的
」

わ
れ
た

「
部
分
的
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

E
E
E
5
3
5色。」
Iま

で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
放
怒
な
も
の
で
あ
る
、

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、

汚
れ
や
後
世

の
ワ
ニ
ス
を
パ
テ
ィ
ナ
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ヴ
エ
ラ
ト
ゥ

l
ラ
か
ら
区
別
す
る

こ
と
を
委
ね
ら
れ
た
修
復
家
の
好
み
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の

「
客
観
性
」

と
は
、
絵
具
を

「
そ
の
骨
組
に
ま
で
還
元
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
こ
う
す

る
こ
と
で
色
彩
に
元
来
の
輝
き
を
回
復
さ
せ
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
い
か
な

る
微
妙
な
筆
線
や
色
彩
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る

と
確
信
し
て
い
た
。

し
か
し
、

こ
う
し
て
得
ら
れ
た

「
当
初
の
外
観
」

も
ま

た
修
復
家
に
よ
る
批
評
的
仮
説
で
あ
り
、

そ
の
う
え
こ
れ
ら
の
介
入
処
置
は

き
わ
め
て
破
壊
的
な
も
の
で
、
絵
を
完
全
に
平
板
化
し
写
真
複
製
に
似
た
も

の
に
し
て
し
ま
う
裏
打
ち
を
施
さ
れ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
貯
。

プ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

こ
の
種
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
批
判
し
、
作
品
を

「
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
」
外
観
に
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
は

（
幻
想
で
あ
る
ば
か
り
か
）
誤

り
で
あ
る
、

と
指
摘
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、

こ
う
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
制
作

と
現
在
と
の
聞
に
流
れ
た
時
間
の
経
過
が
消
し
去
ら
れ

そ
の
う
え
、

こ
’
フ

し
た
処
置
に
よ
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

「
ヴ
ェ
ラ
ト
ゥ

l
ラ」

や
パ
テ
ィ
ナ
が

除
去
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

プ
ラ
ン
デ
ィ
に
よ
れ
ば

パ
テ
ィ
ナ
は
時
間
が
作
品
の
物
質
の
う
え
に
置

き
重
ね
た
特
殊
な
く
す
み
で
あ
り
、
歴
史
的
要
件
の
た
め
に
も

（
と
い
う
の

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
れ
を
取
り
去
る
こ
と
は
作
品
の
制
作
完
了

か
ら
現
在
ま
で
の
時
間
の
経
過
を
無
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
ら
）
、

ま
た
パ
テ
ィ
ナ
は
物
質
が
イ
メ
ー
ジ
を
優
越
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
取
り

付
け
ら
れ
た

「
弱
音
器
」

と
な
る
ゆ
え
に
、
美
的
要
件
の
た
め
に
も
、
保
存

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
写
。
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美術品修復の理論（ I)

パ
テ
ィ
ナ
の
問
題
は
コ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

近
年
、

彼
は
、
、
、
フ
ラ
ン
デ
ィ
の
視
座
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
純
粋
に
理
論
的
な
見
方

か
ら
パ
テ
ィ
ナ
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
立
場
を
イ
ギ
リ
ス
の

修
復
家
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
放
恋
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
し
て
、

こ
の

コ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、

問
題
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。

反
対
に
芸
術
作
品

の
物
質
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

パ
テ
ィ
ナ
の
客
観
的
定
義
に

た
ど
り
つ
く
こ
と
が
で
き

そ
れ
ゆ
え
そ
の
保
存
を
正
当
化
す
る
論
拠
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、

パ
テ
ィ
ナ
は
実
際
の
と
こ
ろ

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
媒
剤
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
乾
く
に
つ
れ
て
、
表
層
面

へ
と
上
が
っ
て
ゆ
く
傾
向
を
も
ち
、
絵
具
（
と
り
わ
け
油
絵
具
）

に
い
っ
そ

う
の
深
み
と
輝
き
を
与
え
る
。

し
た
が
っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、

物
質
的
外
観
の

み
な
ら
ず
絵
の
絵
画
的
特
質
を
も
貧
相
な
も
の
と
し
、

そ
の
う
え

（
イ
ギ
リ

ス
の
修
復
家
に
よ
れ
ば
）
大
多
数
の
観
客
に
と
っ
て
芸
術
作
品
の
判
読
を
容

易
に
し
て
く
れ
る
は
ず
の
輝
か
し
い
色
彩
的
外
観
と
完
壁
な
ま
で
に
平
ら
な

画
面
は
、
実
際
に
は
絵
画
の
本
質
を
ゆ
が
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ

れ
は
反
文
化
的
の
み
な
ら
ず
著
し
く
反
民
主
的
な
介
入
処
置
な
の
で
あ
る
。

バ
ル
デ
ィ

l
ニ
も
、
残
念
な
が
ら

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
だ
け

で
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

任
な
処
置
に
対
し
て
抗
議
し
、
す
で
に
一
九
六

O
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て

「
完
全
な
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」

と
い
う
鉦
二
貝

い
た
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
主
張
を
取
り
上
げ
、
発
展
さ
せ
て
い
る
。

「
：
・
・
・
・
修
復

家
は
、

そ
の
困
難
で
責
任
の
重
い
仕
事
に
お
い
て
、
顔
料
の
化
学
の
み
な
ら

ず
知
覚
心
理
学
に
も
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
：
：
：
。
我
々
が
彼
ら

に
望
む
の
は
、

個
々
の
顔
料
を
元
来
の
色
に
一
民
す
こ
と
で
は
な
く
、
何
か
限

り
な
く
才
知
に
た
け
繊
細
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

内
密
な
諸
関
係
を
保
全
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
。

つ
ま
り
そ
れ
ら
の
顔
料
の

画
家
が
元
来
予
想
し
て
い
た
色
彩
間
の
関
係
が
、

か
に
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

パ
ル
デ
ィ

l
ニ
は
、

そ
の
変
化

の
た
め
、

汚
れ
と
見
な
さ
れ
た
層
を
均
一
に

（
つ
ま
り

「
客
観
的
な
」
方
法

で
）
除
去
す
る
と
、
作
品
は
当
初
の
状
態
に
戻
る
の
で
は
な
く
、

反
対
に
こ

の
不
均
衡
が
明
る
み
に
出
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
差
異
づ
け
ら
れ

た

（
す
な
わ
ち

「
批
評
的
な
」
）

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
絵
具
の
あ
い
だ
の
諸

関
係
を
元
来
の
均
衡
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
い
え
、
上
記
の
パ
テ
ィ
ナ
の
概
念
と
、
褐
色
H
黄
金
調
の
絵
が
広
く
好

ま
れ
た
た
め
む
し
ば
し
ば
後
世
に
塗
ら
れ
た
暗
色
化
し
た
ワ
ニ
ス
ま
で
が

「
パ
テ
ィ
ナ
」
と
し
て
保
存
さ
れ
た
十
九
世
紀
に
有
力
で
あ
っ
た
パ
テ
ィ
ナ
の

概
念
を
、
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
用
い
る
材
料
と
方
法
に
関
し
て
は
、

こ
の
章
の
最
後
の

該
当
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

原
註

）
 

噌
E
A（

 

c
・
プ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
と
り
わ
け
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
六
一
年
に
か
け
て
、

ロ
ー
マ
中
央
修
復
研
究
所
（
戸
内
・
同
）
の
所
長
で
あ
り
、
修
復
に
関
す
る
彼
の

考
察
は

『
中
央
修
復
研
究
所
紀
要
旬
。
～
～
丘
町
凡
さ
尋
司
、
宣
言
宮
町
内
ミ

E
守
与
～

河
内
h
E
H
h
さ
』
所
載
の
多
く
の
論
文
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
最

終
的
に
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
一
九
六
三
年
に
デ
・
ル
l
カ
社
（
口

l
マ）

か
ら
出
版
さ
れ

一
九
七
七
年
に
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
社
（
ト
リ
l
ノ
）
か
ら
再
版 し瓦
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さ
れ
た
。

〔
邦
訳
『
修
復
の
理
論
』
小
佐
野
重
利
監
訳
、
池
上
英
洋
・
大
竹
秀
実

訳
、
三
元
社
、

二
O
O五
年
〕
。

(2) 

h
H。
ミ
む

えぬ司、む可同町

同ロ

〉
・
円
。
E
r
E〈仙の
Oロ
号

。

。

己

E
E
門戸の｝円。∞件
hWC『。
3

．

E
H
～E
ミ

h
p
4
c－－
u
F

岡山口同

mwロ色「

】
匂
市
町
「
℃
・
－
c
h
H

・

叶
。
江
口
。
w

(3) 

冨
・
円
。
E
R
O－－
4
向。件。江

m
w
z
g
E
Z
E
d

－o
B
m
H昨日
s
t
m世
話

回

H
E叶
。
」
お
の
の
E

o

ロ
ロ
。
〈
寸
w

h

N

札口近、
b
p偽
札
凡

hHCミ
む
丸
町
ロ
ビ
ミ
F

Z
・ω
N
Z∞吋・

（
ブ
レ
ッ
サ
ノ

l
ネ
の

学
会
論
文
集
ミ
S
ミ
SNNS町
内
向
。
苦
肉

3
8
s
n
尋
～

shき
え

き

さ

さ

忌

N
S
R

内
さ
さ
て
お

N
S
F
E号
5
・
z
g
に
初
出
。
）

(4) 

そ
の
た
め
美
的

手
工
業
製
品
と
は

も
っ
ぱ
ら
実
用
的
な
目
的
で
作
ら
れ

要
件
を
一
不
す
こ
と
の
な
い
あ
ら
ゆ
る
事
物
（
熊
手
、
鍋
、

の
こ
と
と
考

な
ど
）

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(5) 

あ
る
芸
術
作
品
の
修
復
は
歴
史
的
要
件
（
つ
ま
り
時
の
経
過

こ
の
こ
と
は
、

の
な
か
で
作
品
が
受
け
た
変
化
）

と
美
的
要
件
（
つ
ま
り
手
工
芸
品
を
芸
術
作

品
た
ら
し
め
る
も
の
）

を
尊
重
す
る
、
特
定
の
方
法
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
べ

き
こ
と
を
意
味
す
る
。

た
と
え
ば
、
作
品
の
潜
在
的
統
一
性
の
回
復
、
可
逆
性

の
あ
る
処
置
、

の
識
別
可
能
性
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る

（
次
節
を
参
照
）
。

「
補
彩
」

(6) 

「
類
推
に
よ
る
」
修
復
と
は
、
残
存
す
る
部
分
の
様
式
に
基
づ
い
て
、
作
品

の
欠
落
し
た
箇
所
を
手
直
し
す
る
こ
と
で
、

ま
た
残
存
す
る
部
分
が
あ
ま
り
に

之
し
い
場
合
は
、
残
存
す
る
断
片
の
形
態
的
痕
跡
か
ら
出
発
し
な
い
で
、

同
じ

画
家
の
他
の
作
品
や
同
時
期
の
作
品
か
ら
様
式
を
推
測
す
る
こ
と
で
あ
る
。
修

復
家
の
感
受
性
の
い
か
ん
に
よ
っ
て

」
の
種
の
修
復
は
多
か
れ
少
な
か
れ
明

ら
か
に
「
空
想
の
修
復
」

の
領
域
に
入
り
込
む

(7) 

絵
画
的
補
完
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
参
照
。

(8) 

℃・

8
以
下
〔
前
掲
邦

円リ・∞吋何百円四

r
M
3向
。
ミ
む
丸
町
～
『
mwhHむ
Nhwdy
］つ。江口。・

－
支
出

訳

八
八
ペ
ー
ジ
以
下
〕
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
宮
口
E
E
と
い
う
用
語
は

γ

」？」

で
は
時
間
の
な
か
で
芸
術
作
品
に
変
化
を
与
え
て
し
ま
っ
た
加
筆
や
付
加
の
部

分
（
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
の
）

を
除
去
す
る
こ
と

（
部
分
的
あ
る
い
は
全
体
的

と
い
う
広
い
意
味
で
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

(9) 

」
の
フ
ィ
リ
ッ
ポ

l
の
所
説
は

〉－

nRσ

。E
E
W
』
い
む
「
内
』
ミ
同
町
均
『
む
N
H
C
ミ内

丸
町
司
、
な
さ
SGM川
宮
内
噂
問
。

Emy

－匂吋
p

－M
・
3
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

）
 

O
U
 

咽
－
A（
 
〉
・
（
リ
向
ゲ
。
ロ

R
0・
。
、
・
2

H

J

H

》・印。・

）
 

－
 

l
 

（
 

ロ・∞
m凶

E
E
r
可向。「
E
h叫
え
た
混
同
む

Nh可
。
内
定

EHRWR叫
凡
さ

nH。乱。

rh川E
i
－U
可
。
ロ
N
0
・

－匂斗∞・

(12) 

〉
・
ハ
U
h
凶円－
u
。ロ

ωgw
。h
u
・
2
？

日
u
・印印・

(13) 

〉－

nh凶円
σ。ロ
g
u
y

。
、
・
ミ
？
℃
・
∞
M

・

(14) 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
マ
ク
ラ
！
レ
ン
と
ウ
ェ
ル
ナ

l
に
反
論
し
た
論
文
は
、

そ
の

英
語
タ
イ
ト
ル
を
採
用
し
て

『
中
央
修
復
研
究
所
紀
要
』

の
第
一
一
一
／
／
四
号

（
一
九
五

O
年）

に
発
表
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
二
つ
の
論
文
は
い
ず
れ
も

吋
向
。
ミ
G
h出
向
～
可
mwhHGNh可。

H6
・
2
ム
ピ
に
再
録
さ
れ
て
い
る

J

『
。
ユ
ロ
。

－C

∞ω
 

〔
前
掲
邦
訳
、

一
八
二
二
三
九
ペ
ー
ジ

(15) 

「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
論
争
」
に
関
す
る
完
全
な
文
献
一
覧
を
望
む
人
は
、
p

明
言
ミ
む

え
mw司
、
む
『
町
内
た
む
～
』
む
ミ
P

－。∞日

日

y

－c
∞
の
コ
ン
テ
ィ

〈
。
戸

M
・
同山仲ロ
ωロ門日ゲ

叶
C
ユ
ロ
。

の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(16) 

つ
ま
り
、
作
品
に
欠
点
が
あ
る
と
そ
れ
を
取
り
除
こ
う
と
し
て
、
絵
具
の
実

質
を
消
し
去
る
ま
で
画
面
を
完
全
に
押
し
潰
し
て
し
ま
う

「
裏
打
ち
」

の
こ
と

を
指
し
て
い
る

」
の
種
の
修
復
に
よ
っ
て

画
面
だ
け
で
な
く
色
彩
の
外
観

も
変
化
を
被
り

E
・
ウ
ィ
ン
ト
が
正
し
く
強
調
し
た
よ
う
に
、
グ
ラ
ビ
ア
印

刷
の
色
彩
に
似
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ウ
ィ

( 23 ) 



美術品修復の理論（ I)

こ
の
こ
と
は
す
で
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ガ

l
ス

当
E
B自
国
。
宮
見
町
に
よ
っ

ン
ト
の
著
書
（
母
同
町
内
き
号
S
5・

方－－

Z
以
下
。
原
著
は

絵
具
は

「
誠
実
に
」
半
分
な
ま
の
状
態
の
ま
ま
で
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

74｛
己
創
口
。

－C
吋

N

一
九
六
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
。
邦
訳
『
芸
術
と
狂
気
』
高
階
秀
爾
訳
、
岩

れ
は
い
わ
ば
人
工
の
廃
嘘
で
あ
る
・
：
・
：
修
復
処
置
を
受
け
た
絵
画
は
、

な
ま
な

波
書
店
、

一
九
六
五
年
、

一
八
四
ペ
ー
ジ
以
下
）

の
中
の
い
く
つ
か
の
節
を
引

ま
し
い
色
彩
を
派
手
に
並
べ
た
機
械
に
よ
る
複
製
画
の
持
つ
あ
の
硬
い
明
る
い

用
す
る
の
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
は
近
年
コ
ン
テ
ィ
が
再
び
取
り
上
げ
た

艶
に
似
た
何
か
機
械
的
な
画
面
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。

」
の
よ
う
な
状
態
に

概
念
を
先
取
り
し
て
い
る
。

ま
で
な
り
下
っ
て
し
ま
っ
た
絵
画
を
見
て
満
足
す
る
と
い
う
傾
向
は
、

お
そ
ら

E
・
ウ
ィ
ン
ト
は
、
芸
術
の
機
械
化
に
触
れ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

く
人
間
の
視
覚
世
界
が
ニ
義
的
な
複
製
に
い
よ
い
よ
慣
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

「
芸
術
の
分
野
に
お
け
る
機
械
化
の
破
壊
的
利
用
法
の
特
に
ひ
ど
い
例
は
、

い
る
。

る
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
あ
ろ
う
」
。

・
・
・
過
去
に
対
す
る
非
合
法
な
拡
大
利
用
の
場
合
で
あ
る
・
・
・
・
・
・
同
様
な
問
題
と

イ
ギ
リ
ス
の
修
復
家
は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ヴ
エ
ラ
ト
ゥ

1
ラ
と
ワ
ニ
ス
を
除

）
 

『，，l
 

（
 

誤
謬
は
い
わ
ゆ
る

「
科
学
的
」
絵
画
洗
浄
に
関
し
て
も
起
こ
っ
て
来
る
。
良
心

去
し
た
う
え
、

さ
ら
に
は
昔
の
画
家
た
ち
の
技
法
と
材
料
を
知
ら
な
い
こ
と
を

的
な
修
復
者
は
、
絵
画
作
品
に
手
を
触
れ
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
そ
れ
を
解
釈
す

露
呈
し
た
。
事
実
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

（
マ
ク
ラ
！
レ
ン
と
ウ
ェ
ル
ナ
l
の
）
昔

る
こ
と
だ
と
い
う
意
識
に
つ
ね
に
導
か
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な

の
ワ
ニ
ス
は
常
に
亜
麻
仁
油
を
主
成
分
と
し
て
い
た

（
し
た
が
っ
て
耐
久
性
が

と
こ
ろ
で
、

解
釈
の
重
荷
を
軽
減
し
よ
う
と
し
て
・
・
・
：
・
化
学
的
溶
媒
に
そ
の
仕
事
の
主
要
な

あ
る
）

と
い
う
主
張
も
、
着
色
ヴ
ェ
ラ
ト
ゥ

l
ラ
は
中
世
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら

部
分
を
任
そ
う
な
ど
と
試
み
る
時
に
、

れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
に
も
、

反
証
を
加
え
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

そ
の
時
に
こ
そ
危
険
が
生
じ
る
。
例
え

ば
、
十
五
世
紀
の
絵
画
作
品
を
、

五
百
年
と
い
う
現
実
の
存
在
の
歴
史
が
何
ら

の
主
張
の
傍
証
と
し
て
、
古
い
処
方
書
の
数
多
く
の
文
節
や
中
央
修
復
研
究
所

の
痕
跡
も
残
さ
な
い
か
の
よ
う
に
、
科
学
的
に
確
実
性
を
も
っ
て
当
初
の
状
態

で
行
わ
れ
た
修
復
の
経
験
を
引
い
て
い
る

（
吋
向
。
ミ
む
札
止
『
向
島
明
言
足
、
d
v
w

。℃・己
H
J

に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
信
仰
は
、

も
ち
ろ
ん
化
学
的
に
も
歴
史
的

方・∞。’

E
－
〔
前
掲
邦
訳
、

一
八
二
｜
二
一
二
九
ペ
ー
ジ
〕
）
。

に
も
愚
か
し
い
き
わ
み
で
あ
る
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
対
象
を
物
質
的
面
で
は
昔

(18) 

コ
ン
テ
ィ
は

円。回片山出口同。

h
H。コ．む丸町司、むミ内

。ロ－
E
H
H
白色。－

〈
R
O白
色
。
。

の
ま
ま
の
状
態
に
戻
し
得
る
｜
｜
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
が
ー
ー
も
の
と
し
て

たむとむミ
h
M
W

ぐ
。
戸
凶
噂
開
5
2
E
r
J『。ユロタ

5
2・－
u
－－
c
∞
お
よ
び

Z
E
g
m仏
O
E

も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
修
復
者
の
映
像
世
界
を
十
五
世
紀
の
視
覚
世
界
に
ま
で

宮
芹
ロ

Ew
古河九町内『町、国内込．
h

E
ミむ丸町～～、むミ角川咽ロ・

5
・
巴
円
E
ロタ

冨
∞
戸
℃
－

Nω

に

捲
き
一
民
す
こ
と
は
、

歴
史
的
想
像
力
の
強
い
努
力
に
よ
る
以
外
は
到
底
で
き
な

お
い
て
、
再
び
パ
テ
ィ
ナ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

い
相
談
で
あ
る
。
：
：
：
近
い
将
来
に
は
絵
画
作
品
の

「
科
学
的
」
処
置
も
い
つ

(19) 

巴
・
切
と
門
出
口
「

同－
svミ
b

h
叫内～『
n
h
H
Q
N
h
可
。
町
史
認
凡
Hhw

色
町
選
向
吉
氏
。
～
。
ぬ
E
i

間
町
O
D
N
0
・

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
年
単
位
で
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
り
：
：
：
洗
浄
の
様

－
＠
∞
「

〈。－－
H
F

－M
－u
・

式
も
、
後
か
ら
の
描
き
直
し
と
同
じ
よ
う
に
容
易
に
そ
れ
と
確
認
で
き
る
も
の

）
 

nHv 

n
，“
 （
 

zoJ弓
J

ヘ。吋
ww
－句。。・同凶・印品・

岡山・回・。。
Eσ
叫
ん
の
戸

k
A
ミ
む
湾
、
九
～
～
N
h
h
E
F

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
：
：
：
（
こ
の
洗
浄
に
よ
り
）
絵
画
は
解
体
さ
れ
て
し
ま
い
、

）
 

－
 

n
，“
 （
 

そ

( 24) 
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て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
十
八
世
紀
中
頃
に
、
時
間
の
作
用
が
い
か
に

絵
画
に
損
傷
を
も
た
ら
す
か
に
気
づ
い
て
お
り
、

そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
：
：
：
あ
る
色
は
よ
り
暗
く
な
り
、
あ
る
色
は
よ
り
明
る
く
な
り
、

あ
る
も
の
は
別
の
色
に
な
る
が
、

そ
の
一
方
で
は
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
の
よ
う
に

火
に
入
れ
ら
れ
で
も
本
来
の
輝
き
を
維
持
す
る
色
も
あ
る
。

と
す
る
と

明
ら

か
に
そ
の
性
質
に
反
す
る
と
き
に

常
に
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る

（
視
覚
的
に

は
あ
る
時
間
を
お
い
て
）
こ
う
し
た
種
々
の
絵
具
が
、
偶
然
に
画
家
の
意
図
と

一
致
し
て
作
品
の
ゆ
た
か
な
調
和
を
生
み
出
す
こ
と
は
、

ど
う
し
た
ら
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
？

と
い
う
の
も
、
多
く
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い

［
絵
画
の
］

て
、
我
々
は
良
く
保
存
さ
れ
た
絵
で
さ
え
も
が
、
時
間
に
よ
っ
て
統
一
性
を
失

い
、
調
和
を
崩
さ
れ
、
暗
色
化
し
、
少
し
ず
つ
破
壊
さ
れ
て
い
く
の
を
目
に
し

て
い
る
の
だ
か
ら
」

（
見
出
G
E
r・
～r
、
む
忌
む
～
凡
』
刷
、
民
同
む
～
whNι
～～
mNNNhp

巴
5
5
0

－g
f
p
「

3
・
5
。’E
∞
）
。
し
か
し
ホ
ガ

l
ス
に
と
っ
て
は
、
時
間
は
絵
を

良
い
も
の
に
す
る
と
主
張
す
る
人
た
ち
の
意
見
に
反
論
す
る
こ
と
も
、
古
い
絵

の
正
し
い
見
え
方
を
取
り
戻
す
こ
と
も
さ
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

）
 

。，“
内
F
U（
 

十
九
世
紀
の
著
名
な
蒐
集
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
ボ
1
モ
ン
ト
卿
巴
円
。

g話。

回

g
z目
。
巳
は

「
良
い
絵
画
と
良
い
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
褐
色
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」

と
よ
く
言
っ
て
い
た

(23) 

こ
の
パ
テ
ィ
ナ
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
す
で
に
ロ
ン
ギ
が
鋭
い
批
判
の
矢
を

放
っ
て
い
る

c
F）

σ
色
。
円
g
m
z
H
N
E
E－H
同
時

h
Q
2
4
H凡

hhH
丸、む可
Hmy
－
＠
h
H
0

・

P
M
A
P

－叫・－
N

日・

訳

者

後

記

本
論
は
、

2
5
8
1
5
司

O自
己
ロ
「
旬
、
E
E
N
hさ
色
町
九
九
九
玄
3
H
t
k
n
p
h
nミ
宮
高

む
同
ミ
町
内
・
．

hH。
江
戸

同
〕
門
出

D
O

（
U
o－
回
日
目
。
。
肘
長
件
。
店
咽

－也市中。）噌

』町内。町、
N

．
内
角
川
同
町
内
ミ
凡
n
p
m
y

N
・
叶
。
。
丘
町
凶
乱
。
】
見
山
田
仲

hgH1。

3
・
8

∞
唱
の
初
め
の
三
分
の
一
に
あ
た
る
部
分

（
官
官
・
岳

ω
吋
凶
）

の
翻
訳
で
あ
る
。

こ
の
翻
訳
は
、

『
愛
知
県
立
芸
術
大
学
紀
要
』

N
0
．
お
お
よ
び

N
0
．M
M
に

掲
載
し
た
ジ
ュ
ゼ
ッ
ピ

1
ナ
・
ペ
ル
ジ

I

「
西
洋
に
お
け
る
美
術
品
修
復

の
歴
史
」
（
上
）
（
下
）
の
続
篇
を
な
し
て
い
る
。

著
者
ジ
ュ
ゼ
ッ
ピ

l
ナ
・
ペ
ル
ジ

I
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
l
デ
ィ
ネ
州
の

パ
ッ
サ
リ
ア

l
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

（
u
f
s
a
B
O
E。
E
m
g
ユm
w
O
吋
E
o
E
弘
巳
図
。
巳
（
U
E
E
E－－）

で
教
鞭
を
取
る
よ
う
に
な
り
、

同
大
学
で
美
術
技
法
史

現
在
は

（∞件。氏。

品。＝
o
E
S
E店
主
E
E
5
）
担
当
の
助
教
授
を
務
め
て
い
る
。

著
書
に
は
、
本
書
及
び
そ
の
初
版
（

E
S
§
N芯
湾
足
立
と
き
さ
～

h
E
5
p

町内。、凡
G
－

同町内ミ凡町、
wmp

rzwU）
 

以
下
の
二
冊
が
あ
る
。

の
他
に
、

ロ
在
日

・
旨
町
内
。
～

c
～
ubnhHhh凡
勺
む
湾
、
と
HnHHC
九
品
川
町

h
h守
N
q
m
p
Y向。ロ
P
目。。ロ
0
・

－

nhRr号
、
～

h
ミ
ミ
hENhさ

h
H
n
h
r
s
ミ
n
E
h
h
Eミ
凡
む
乱
。

p
y
口
伝
ロ
0
・ －由一zw
M
C
C

－
 

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
。

( 25 ) 



美術品修復の理論（ I)

以
下
、
一
二
人
の
共
訳
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
し
て
お
く
。

( 26 ) 

大
竹
秀
実
（
一
九
九
五
年
、
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
芸
術
学
科
卒
、

同

大
学
院
文
化
財
保
存
学
専
攻
修
了
。

化
財
保
存
科
学
修
了
、

一
九
九
八
年
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
文

一
九
九
九
l
二
0
0
0年、

イ
タ
リ
ア
政
府
給
費
留

学
生

二
O
O
O
l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
ェ
国
立
修
復
機
関
で
研
修
。
現
在
、
東
京
芸
術
大
学
非
常
勤

講
師
、
東
京
文
化
財
研
究
所
国
際
文
化
財
保
存
修
復
協
力
セ
ン
タ
ー
調
査
員
）
。

西
村
明
子
（
一
九
九
八
年
、
福
岡
教
育
大
学
教
育
学
部
美
術
科
卒
、

二
O

0
0年
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
の
口

E
5
2
5
宮
古

BON－。

s－O
R
E－
－
〉
円
件
。
の
一
一
年
制

絵
画
保
存
修
復
コ

l
ス
を
修
了
、
二

O
O
一
ー
ー
二

0
0三
年
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ

大
学
文
学
哲
学
部
美
術
史
学
科
聴
講
生
。
現
在
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
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

0
0
0年、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
口

E
5
5
S
E古
自
白

5
5－o
号
弓
〉
3
0

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
ェ
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
ォ
を
開
設
）
。

〔
森
田
義
之
〕


