
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
地
方
都
市
に
お
け
る
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
と
都
市
計
画
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一
歴
史
的
記
憶
を
め
ぐ
る
中
央
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
一

中

山

俊

【
要
約
】
　
［
九
世
紀
前
半
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
計
画
に
は
、
町
の
衛
生
の
改
善
や
経
済
的
利
益
の
獲
得
だ
け
で
は
な
く
、
美
し
い
景
観
の
創
造
や
記

念
物
の
保
存
を
通
じ
て
、
学
術
・
芸
術
の
町
、
「
パ
ラ
ス
の
都
市
」
と
し
て
栄
え
て
い
た
と
い
う
地
元
の
歴
史
的
記
憶
の
想
起
を
企
図
し
た
も
の
も
あ
っ

た
。
そ
の
代
表
例
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
サ
ン
疑
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
隔
離
工
事
で
あ
る
。
市
は
教
会
勢
力
等
の
反
対
意
見
を
抑

え
隔
離
を
実
行
に
移
す
中
で
、
教
会
堂
に
隣
接
し
見
栄
え
の
劣
る
旧
サ
ン
馨
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
の
解
体
を
予
定
し
た
が
、
中
央
政
府
と
愛
妊
家
は
こ
の

計
画
を
中
止
さ
せ
た
。
中
央
政
府
は
こ
の
記
念
物
に
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
重
要
な
歴
史
的
価
値
等
を
、
愛
好
家
は
地
元
の
歴
史
的
記
憶
等
を
見
て
取
っ
た

か
ら
だ
っ
た
。
隔
離
工
事
の
実
行
過
程
は
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
す
で
に
中
央
と
地
方
に
よ
る
歴
史
的
記
念
物
の
評
価
に
強
調
点
の
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
、

地
元
の
愛
好
家
は
フ
ラ
ン
ス
へ
の
愛
着
を
世
紀
後
半
期
と
比
べ
る
と
さ
ほ
ど
強
調
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
九
巻
三
号
　
二
〇
㎜
穴
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
近
代
国
民
国
家
の
確
立
は
重
要
な
政
治
課
題
だ
っ
た
。
そ
れ
に
最
も
力
を
入
れ
た
の
は
、
第
三
共
和
政

　
　
①

で
あ
る
。
こ
の
政
体
は
、
啓
蒙
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
個
人
主
義
と
自
由
主
義
に
基
づ
く
近
代
社
会
を
確
立
し
よ
う
と
し
、
単
一
の
国
民
の
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

造
を
試
み
た
。
こ
の
時
、
景
観
は
、
国
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
要
素
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
歴
史
的
記
念
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物
（
日
。
毒
讐
Φ
艮
ぼ
繋
9
ρ
器
）
も
ま
た
、
国
民
統
合
に
寄
与
し
た
。
こ
れ
は
、
単
に
記
念
物
（
旨
。
建
B
Φ
琶
と
も
呼
ば
れ
、
具
体
的
に
は
、
教

会
堂
、
大
聖
堂
な
ど
の
宗
教
施
設
や
市
庁
舎
、
城
館
、
邸
宅
な
ど
の
非
宗
教
施
設
、
そ
れ
に
絵
画
や
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
な
ど
の
美
術
品
と
い
っ
た
、

歴
史
的
・
芸
術
的
価
値
を
有
す
る
過
去
の
遺
物
を
意
味
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
記
念
物
の
う
ち
、
と
く
に
価
値
の
高
い
も
の
は
、
景
観
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

様
、
積
極
的
に
保
存
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
が
「
フ
ラ
ン
ス
的
国
民
意
識
の
あ
り
方
を
探
る
」
こ
と
を
主
題
の

一
つ
と
し
て
編
纂
し
た
『
記
憶
の
場
』
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
一
〇
〇
年
祭
な
ど
、
国
家
主
導
で
民
衆
参
加
型
の
行
事
が
催
さ
れ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

祖
国
に
忠
実
な
国
民
像
が
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
り
も
し
た
。
国
民
意
識
は
、
こ
う
い
つ
た
様
々
な
手
段
を
通
じ
て
一
九
世
紀
後
半
に
盛
ん
に
洒
養

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
過
去
を
再
編
成
し
現
在
に
想
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
中
央
政
府
に
限
ら
ず
、
地
方
在
住
の
知
識
人
、
つ
ま
り
「
地
方
エ
リ
ー
ト
」

（Φ

w
Φ
巴
0
8
奮
＼
窯
。
く
ぎ
。
芭
Φ
ω
）
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
「
大
き
な
祖
国
」
よ
り
も
領
域
的
に
下
位
区
分
に
あ
た

　
　
レ
ジ
オ
ン
　
　
　
コ
ミ
ュ
ミ
ン

る
、
地
域
や
市
町
村
と
い
っ
た
「
小
さ
な
祖
国
」
が
称
揚
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
フ
ェ
リ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
地
域
主
義
者

の
団
体
は
、
地
方
の
特
色
が
「
行
き
過
ぎ
た
」
中
央
集
権
制
度
や
パ
リ
か
ら
溢
せ
ら
れ
る
流
行
の
波
を
受
け
て
否
定
さ
れ
た
と
し
、
雷
語
や
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

俗
を
中
心
と
す
る
地
元
の
文
化
を
「
再
生
」
し
ょ
う
と
し
た
。
中
央
政
府
に
よ
る
行
政
的
中
央
集
権
化
や
パ
リ
か
ら
の
強
い
影
響
に
よ
っ
て
生

じ
た
文
化
的
統
一
の
激
し
さ
ゆ
え
に
、
「
小
さ
な
祖
国
」
へ
の
愛
着
が
反
動
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
一
方
、
第
三
共
和
政
期
の

公
教
育
に
関
す
る
ジ
ャ
ン
ー
ー
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ャ
ネ
や
ア
ン
ヌ
ー
ー
マ
リ
・
テ
ィ
エ
ス
の
研
究
で
は
、
こ
の
構
図
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
地
方
エ
リ
ー
ト
、
と
く
に
小
学
校
教
師
は
住
民
に
「
小
さ
な
祖
国
」
へ
の
愛
着
を
促
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
「
小
さ
な
祖
国
」
へ

の
帰
属
意
識
は
「
大
き
な
祖
国
」
に
背
を
向
け
る
も
の
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
身
近
な
「
小
さ
な
祖
国
」
へ
の
関
心
と
愛
着
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
大
き
な
祖
国
」
へ
の
帰
属
意
識
、
す
な
わ
ち
国
民
意
識
を
育
む
媒
介
と
な
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
の
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
国
民
意
識
の
創
出
の
あ
り
よ
う
、
そ
し
て
中
央
と
地
方
の
関
係
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
。
世
紀
前
半
も
国
民
国
家
の
成
立
と
展
開
の
時
代
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
世
紀
後
半
と
同
じ
様
相
を
呈
す
る
と
い
う
解
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釈
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
復
古
王
政
期
と
七
月
王
政
期
に
お
い
て
は
、
鋼
限
選
挙
制
が
採
用
さ
れ
社
会
経
済
的
に
は
名
望
家
が
大
き
な
影

響
力
を
維
持
し
、
政
権
の
大
衆
的
指
向
性
は
比
較
的
弱
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
、
中
央
政
府
と
地
方
は
、
後
に
国
民
の
紐

帯
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
歴
史
的
記
念
物
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
管
理
し
た
だ
ろ
う
か
。

　
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
行
政
に
つ
い
て
、
ポ
ー
ル
・
レ
オ
ン
は
、
古
典
的
か
つ
著
名
な
砺
究
の
中
で
、
＝
九
世
紀
に
お
い
て
諸
都
市
は
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

化
を
遂
げ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
数
多
く
の
建
造
物
が
解
体
さ
れ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
原
因
は
都
市
計
画
の
実
行
に
あ

り
、
地
方
自
治
体
は
中
央
政
府
と
違
っ
て
、
住
民
の
生
活
条
件
の
改
善
や
都
市
の
発
展
の
た
め
土
地
の
再
利
用
や
交
通
網
の
整
備
の
過
程
で
歴

史
的
記
念
物
を
蔑
ろ
に
し
て
き
た
、
と
。
ク
レ
ー
ル
・
ジ
ロ
ー
ー
ラ
バ
ル
ト
も
、
都
帯
計
画
を
実
行
す
る
際
、
過
去
の
遺
物
の
保
存
に
対
す
る
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

方
自
治
体
の
関
心
は
薄
か
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。
ア
ル
レ
ッ
ト
・
オ
デ
ュ
ク
も
、
後
述
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
（
＜
一
〇
け
O
冠
　
国
¢
ぴ
q
O
）
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

説
を
引
き
つ
つ
、
歴
史
的
記
念
物
に
対
す
る
地
方
自
治
体
の
無
関
心
や
そ
の
取
り
壊
し
を
伴
う
「
近
代
化
」
の
進
行
に
言
及
し
て
い
る
。
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
ベ
ル
セ
も
こ
れ
ら
の
研
究
者
と
同
様
に
、
都
市
計
画
が
実
行
さ
れ
る
中
「
古
い
地
区
に
損
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
」
と
言
う
。
こ

の
よ
う
に
、
レ
オ
ン
以
降
の
先
行
研
究
で
も
、
地
方
に
お
い
て
歴
史
的
記
念
物
が
都
市
開
発
の
過
程
で
損
傷
を
受
け
た
り
破
壊
さ
れ
た
り
し
た

と
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
こ
う
い
つ
た
指
摘
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
九
世
紀

前
半
に
歴
史
的
記
念
物
が
す
べ
て
放
置
さ
れ
た
り
取
り
壊
さ
れ
た
り
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
イ
ザ
ベ
ル
・
ヂ
ュ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
自
治
体
が
、
近
代
化
を
目
指
す
中
で
歴
史
的
記
念
物
を
犠
牲
に
し
て
き
た
と
理
解
す
る
の
は
一

面
的
で
あ
る
。
都
市
計
画
の
一
環
で
あ
る
歴
史
的
記
念
物
の
隔
離
工
事
の
場
合
、
議
論
の
過
程
で
そ
れ
を
保
存
す
る
重
要
性
が
見
出
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
他
の
文
化
史
研
究
を
見
て
も
、
た
と
え
ば
シ
ャ
ネ
や
テ
ィ
エ
ス
は
、
レ
オ
ン
よ
り
も
四
〇
年
以
上
後
に
、
ロ
ー
カ
ル
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
に
よ
る
行
動
は
中
央
の
方
針
に
必
ず
し
も
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
も
に
七
月
王
政
期
か
ら
第
二
帝
政

期
に
か
け
て
の
地
方
の
学
術
活
動
に
関
す
る
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ジ
ェ
ル
ソ
ン
や
清
水
祐
美
子
の
考
察
で
も
、
中
央
は
地
元
で
な
さ
れ
る
研
究
を
祖

国
の
歴
史
の
解
明
に
貢
献
す
る
も
の
と
捉
え
そ
の
進
展
を
促
し
史
料
収
集
を
地
方
に
依
頼
す
る
な
ど
、
両
者
に
は
協
力
関
係
が
あ
っ
た
と
述
べ
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⑬

ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
文
化
史
研
究
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
新
た
な
指
摘
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
に
尽
力
す
る
申
央
政

府
と
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
な
い
地
方
と
い
う
対
立
図
式
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
地
方
の
う
ち
都
市
に
お
け
る
歴
史
的
記
念
物
の
管
理
の
問
題
に
関
し
て
は
、
市
長
や
市
会
の
会
員
、
役
人
の
市
専
任
建
築
家
、

地
元
の
学
術
団
体
に
所
属
し
美
術
、
考
古
学
、
歴
史
の
研
究
を
行
っ
た
愛
好
家
、
そ
し
て
教
会
財
産
管
理
委
員
会
の
よ
う
な
宗
教
施
設
の
占
有

者
が
影
響
力
を
持
ち
得
た
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
ア
ク
タ
ー
の
う
ち
、
愛
好
家
は
、
と
り
わ
け
七
月
王
政
期
以
降
、
研
究
活
動
に
従
事
す
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
な
く
歴
史
的
記
念
物
に
特
別
な
関
心
を
抱
き
そ
れ
を
保
存
し
よ
う
と
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
愛
好
家
が
地
元
の
過
去
に
関
す
る

記
憶
の
再
編
成
と
称
揚
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
計
画
の
構
想
に
関
わ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
詳
し

い
分
析
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
シ
ャ
ネ
、
テ
ィ
エ
ス
、
ジ
ェ
ル
ソ
ン
の
研
究
に
目
を
向
け
る
と
、
地
元
の
過
去
に
つ
い
て
の
知
識

は
、
国
民
意
識
の
滴
養
を
阻
害
し
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
に
参
画
し
た
人
々
は
、
ロ
ー

カ
ル
の
記
憶
を
尊
重
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
の
愛
着
を
も
強
調
し
た
言
動
を
と
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
本
稿
と
同
様
に
地
方
の
歴
史
的
記
念
物

の
保
存
を
扱
っ
た
前
述
の
ジ
ロ
擁
ラ
バ
ル
ト
や
ヂ
ュ
ラ
ン
の
研
究
は
、
こ
の
興
味
深
い
論
点
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
。

　
地
方
の
人
々
の
歴
史
的
記
憶
に
基
づ
い
た
言
動
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
取
り
上
げ
る
意
義
を
確
認
し
て
お
こ

う
。
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
南
西
部
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
で
最
大
規
模
を
誇
っ
た
こ
の
都
市
は
、
パ
リ
に
次
い
で
　
二
二
九
年

に
開
設
さ
れ
た
古
い
大
学
を
有
し
た
。
一
四
世
紀
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
古
い
と
言
わ
れ
る
文
芸
協
会
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
デ
・
ジ
ュ
ー
・

フ
ロ
ロ
ー
（
一
．
》
8
綜
邑
①
紆
。
。
｝
2
×
霊
。
莚
＝
×
）
が
創
設
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
芸
術
教
育
も
一
七
世
紀
末
以
降
、
パ
リ
と
同
様
に
盛
ん
に

行
わ
れ
た
。
ま
た
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
、
知
恵
の
女
神
で
あ
り
芸
術
の
保
護
者
た
る
ア
テ
ー
ナ
ー
の
庇
護
を
、
ギ
リ
シ
ア
の
ア
テ
ー
ナ
イ
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
受
け
た
町
、
つ
ま
り
「
パ
ラ
ス
の
都
市
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
実
際
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
都
市
計
画
の
実
行
や
古
い
建
造
物
の
保
存
の

際
に
は
、
地
元
の
歴
史
的
記
憶
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
特
徴
、
あ
る
べ
き
町
の
姿
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
至
る
時
期
に
お
い
て
、
過
去
の
遺
物
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
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ロ
ー
カ
ル
の
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
中
心
に
検
討
す
る
（
第
一
章
）
。
次
に
、
一
九
世
紀
前
半
の
都
甫
計
画
の
意
義
を
ト

ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
建
築
家
の
答
動
か
ら
確
認
す
る
。
と
く
に
議
論
の
対
象
と
な
る
の
は
、
歴
史
的
記
念
物
の
周
り
に
存
在
す
る
不
動
産
を
取
り
壊

し
て
歴
史
的
記
念
物
を
引
き
立
た
せ
る
隔
離
工
事
の
意
義
で
あ
る
（
第
二
章
）
。
最
後
に
分
析
す
る
の
は
、
こ
う
い
つ
た
工
事
の
実
行
過
程
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
的
・
芸
術
的
価
値
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
隔
離
工
事
を
取
り
上
げ
た
い
（
第
三
章
）
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
、
復
古
王
政
期
と
七
月
王
政
期
に
お
け
る
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
と
都
市
計
画
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か

に
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
方
都
市
の
近
代
化
に
対
す
る
姿
勢
と
過
去
へ
の
向
き
合
い
方
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
記
憶
を
め
ぐ
る

中
央
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
歴
史
的
記
念
物
の
よ
う
な
過
去
の
遺
物
は
、
現
代
に
お
い
て
「
文
化
遺
産
」
（
冨
9
B
。
幕
ま
た
は
鴇
爾
§
。
幕
。
聾
霞
9
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
全
般
を
通
じ
て
、
b
鋤
昌
謬
。
ぎ
Φ
と
い
う
語
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
世
襲
財
産
」
を
意
味
し
た
。
二
〇
世

紀
に
入
る
ま
で
は
、
現
代
の
「
文
化
遺
産
」
と
い
う
意
味
で
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
あ
る
同
じ
共
同
体
に
属

す
る
、
現
在
あ
る
い
は
未
来
の
構
成
員
の
た
め
に
保
存
さ
れ
る
べ
き
物
と
い
う
「
文
化
遺
産
」
の
概
念
が
、
一
九
世
紀
前
半
に
存
在
し
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
い
て
、
王
家
や
亡
命
貴
族
が
所
有
し
て
い
た
記
念
物
は
申
央
政
府
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
、
国
民
の

財
産
と
し
て
再
編
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
・
シ
ャ
ス
テ
ル
は
こ
の
時
に
「
国
民
全
員
の
共
通
の
紐
帯
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

精
神
的
な
富
」
を
保
存
す
べ
き
と
い
う
「
文
化
遺
産
へ
の
感
覚
」
が
生
ま
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
感
覚
は
一
九
世
紀

前
半
に
お
い
て
国
民
に
ま
だ
広
く
行
き
渡
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
過
去
の
遺
物
の
保
存
が
、
領
域
を
伴
う
あ
る
種
の
共
同
体
に
と
っ
て
重
要
だ

と
す
で
に
考
え
ら
れ
始
め
て
は
い
た
。
よ
っ
て
、
こ
う
い
つ
た
遺
物
は
、
「
文
化
遺
産
」
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
当
時
の

用
例
に
な
ら
っ
て
「
記
念
物
」
あ
る
い
は
「
歴
史
的
記
念
物
」
と
い
う
言
葉
で
統
一
し
て
表
現
し
た
い
。

①
長
井
伸
仁
、
「
対
独
敗
戦
か
ら
急
進
共
和
国
へ
」
、
谷
川
稔
、
渡
辺
和
行
編
、

　
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
－
国
民
国
家
形
成
の
彼
方
に
l
I
輪
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

　
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
一
四
五
i
　
六
八
頁
。

②
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
、
噸
風
景
と
人
間
』
（
小
倉
孝
誠
訳
）
、

藤
原
書
店
、
二
〇
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一一 辮｢紀前半のフランス地方都市における歴史的記念物の保存と都市計画（中山）

　
○
二
年
、
　
六
ニ
ー
一
六
三
買
。
ア
ン
ヌ
ー
ー
マ
リ
・
テ
ィ
エ
ス
、
㎎
国
民
ア
イ
デ

　
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
創
造
　
～
八
～
　
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
㎞
（
斎
藤
か
ぐ
み
訳
）
、

　
勤
騨
早
瀧
見
屏
｝
、
　
二
〇
一
一
二
年
、
　
二
五
⊥
バ
ー
二
⊥
ハ
O
百
ハ
。

③
≧
毎
盆
》
＆
嘗
ρ
O
§
ミ
駐
ミ
§
§
§
誉
ら
。
嵩
ミ
§
ミ
§
咋
貯
唾
～
ミ
賊
§
、
隷

　
し
・
ミ
名
匠
§
し
・
ミ
9
四
§
嵩
僑
｝
譜
ミ
し
・
8
識
ミ
悉
的
野
N
o
Q
恥
O
秘
N
鳴
職
9
0
0
書
評
ひ
α
．
三
ω
8
貯
①

　
縣
ロ
日
凶
艮
。
。
叶
卿
①
号
冨
O
巳
霞
脱
①
る
O
O
印
勾
冨
9
0
δ
Φ
ω
興
畠
’
b
禽
ミ
ミ
ミ
ミ
§
冴

　
ミ
恥
ミ
篭
Q
ミ
防
§
帆
暦
ミ
ミ
、
国
ミ
ミ
ミ
へ
※
ミ
鴇
野
多
婬
謹
恥
、
§
誘
§
、
S
題

　
駄
碧
誌
§
§
融
昏
（
6
融
ミ
Q
帖
§
』
、
①
愚
識
噂
、
．
胃
コ
餌
ヨ
ヨ
鴛
δ
P
N
8
ρ
局
困
鐸
ゆ
9
ω
①

　
ζ
艶
。
巳
ρ
≧
ミ
恥
鷺
ミ
鴨
ミ
§
、
ミ
ミ
貯
謡
織
、
ミ
ミ
q
ミ
ミ
謎
論
ミ
貯
こ
織
ミ
ト
鳥
ミ
ミ
』
g

　
譜
N
Q
Q
N
叫
昏
N
O
Q
O
Q
P
ω
①
9
炉
｝
㊤
Q
O
Q
■
U
o
ヨ
ぎ
訂
¢
Φ
勺
。
巳
。
倉
ぎ
壁
暁
ミ
。
§
Q
ミ
ミ
N
へ
総
鳴
．

　
卜
．
§
終
ミ
翫
§
§
ぎ
無
ヘ
ミ
い
豊
頃
鴛
7
Φ
碁
ρ
b
o
O
O
H
．
泉
美
知
子
、
欄
文
化
遺
産
と
し

　
て
の
中
世
　
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
知
・
制
度
・
感
性
に
見
る
過
去
の
保
存
』
、
三
元

　
社
、
二
頭
身
二
年
。

④
谷
川
稔
、
「
『
記
憶
の
場
鋤
の
彼
方
に
臼
本
語
版
序
文
に
か
え
て
」
、
ピ
エ
ー

　
ル
・
ノ
ラ
編
、
門
記
憶
の
場
　
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
の
文
化
雁
社
会
史
一
（
対

　
立
）
㎞
（
谷
川
稔
監
訳
）
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
二
頁
。

⑤
　
た
と
え
ば
、
ク
シ
シ
ト
フ
・
ポ
ミ
ア
ン
、
門
フ
ラ
ン
ク
入
と
ガ
リ
ア
入
“
（
上
垣

　
豊
訳
）
、
前
掲
書
、
五
九
1
＝
一
五
頁
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ア
マ
ル
ヴ
ィ
、
「
七
月

　
一
四
B
　
〈
怒
り
の
日
〉
か
ら
く
祝
祭
の
日
〉
へ
」
（
長
井
伸
仁
訳
）
、
ピ
エ
ー

　
ル
・
ノ
ラ
編
、
四
記
憶
の
場
　
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
の
文
化
1
1
社
会
史
二
（
統

　
合
）
』
（
谷
川
稔
監
訳
）
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
一
i
一
九
三
頁
。
パ

　
ス
カ
ル
・
オ
リ
イ
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
一
〇
〇
年
祭
　
一
七
八
九
年
に
よ
る
証
し
」

　
（
渡
辺
和
行
訳
）
、
前
掲
書
、
一
九
五
一
工
一
三
二
頁
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
コ
ン
タ

　
ミ
ー
ヌ
、
「
祖
国
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
　
一
〇
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
ま
で
」
（
和
田

　
光
司
訳
）
、
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
編
、
『
記
憶
の
場
　
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
の
文
化
1
1

　
社
ム
ム
史
録
（
模
索
姦
（
谷
用
稔
監
訳
）
、
岩
波
轡
一
店
、
二
〇
〇
三
年
、
六
七
－
一

　
〇
〇
頁
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
q
ピ
ュ
イ
メ
ー
ジ
ュ
、
「
兵
士
シ
ョ
ー
ヴ
ァ
ン
」
（
上

　
垣
豊
訳
）
、
前
掲
書
、
一
三
七
1
一
七
五
頁
。

⑥
　
フ
ェ
リ
ブ
リ
ー
ジ
ユ
の
研
究
は
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
に

　
は
、
以
下
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。
カ
①
幕
』
o
嘔
く
紹
仁
．
§
妹
ミ
ミ
S
馬
糠
§
適
鷺
’

　
H
旨
O
甑
ヨ
Φ
嵩
Φ
じ
6
①
コ
①
』
ミ
∵
一
㊤
謡
、
卜
⊃
＜
o
ド
勺
姦
謀
眉
℃
Φ
ζ
輿
叶
㊥
炉
．
．
い
①
局
ひ
駕
び
ユ
ひ
q
①
．
．
・

　
漂
①
瑳
O
劉
O
轟
■
虫
r
卜
霧
馬
田
畏
択
魯
§
駄
§
葛
誌
■
8
ヨ
①
ω
．
姥
口
ミ
§
零
魯
＜
2
．
N
■

　
↓
ミ
織
ミ
ミ
童
O
巴
目
彗
p
こ
巳
．
一
〇
8
．
ロ
燈
．
切
①
刈
よ
＝
．
巴
里
け
㊦
一
．
卜
題
濠
勘
い
書
物
ミ
§
ミ

　
紺
ミ
営
．
謁
§
ミ
題
§
国
雲
州
．
象
ミ
愚
§
ご
謡
鳶
Q
Q
笥
O
丸
℃
N
S
．
勺
戦
Φ
。
D
ω
Φ
。
。
ロ
甑
く
①
誘
γ

　
冨
罵
Φ
ω
α
①
ゆ
霞
畠
の
餌
∬
×
唱
N
O
H
O
．

⑦
冒
雪
－
等
量
8
尻
9
碧
9
卜
、
“
ミ
鴨
§
鴇
ミ
§
ミ
馬
こ
恥
恥
鷺
ミ
覇
鷺
ミ
塁

　
》
煽
窯
興
、
6
8
．
〉
鄭
5
甲
ζ
鷺
一
Φ
↓
窯
Φ
鴇
の
’
旨
恥
ミ
鴬
、
§
ミ
鴨
鳩
欺
匙
、
、
§
亀
㌔

　
凶
、
簑
ミ
欝
職
◎
嵩
欝
的
惹
讐
。
嵩
。
・
儀
§
窮
貯
ミ
。
・
8
桝
ミ
恥
廿
ミ
、
残
。
零
露
へ
魯
国
憲
自
。
ゆ
ω
◎
①
す

　
黒
鉱
ω
o
箒
匹
①
ω
し
D
o
陣
Φ
鄭
8
ω
α
の
一
．
出
。
二
型
ρ
一
㊤
ゆ
刈
．

⑧
評
巳
隊
。
畢
卜
犠
ミ
鴨
魯
偽
鵠
ミ
ミ
§
§
騎
喬
§
ミ
鉢
b
陵
ミ
ミ
§
㌍

　
肉
塁
ミ
ミ
ミ
賊
。
冠
雪
ゆ
a
二
〇
5
。
。
》
．
乾
田
国
。
漢
負
お
餌
魍
ゆ
9
ω
O
刈
．

⑨
Ω
母
①
Ω
惹
鼠
講
呂
⇔
同
国
卜
偽
吻
き
蒸
尋
嵩
ミ
、
§
誌
ミ
。
M
鴇
§
§
誉
N
。
。
8
－

　
N
Q
Q
へ
9
ω
o
o
み
審
ユ
①
ω
門
戸
留
。
・
〉
降
窃
Q
Φ
＜
ぎ
①
ω
レ
⑩
8
暫
署
．
c
o
㊤
I
O
9

⑩
〉
旨
g
＞
二
身
ρ
9
．
鼻
も
・
N
ρ

⑪
写
磐
8
誇
じ
。
興
。
ρ
魯
．
ミ
噂
℃
』
N

⑫
♂
曽
9
翫
U
霞
き
ρ
簿
§
隅
動
ミ
ミ
職
§
§
リ
ミ
§
ミ
嵩
§
融
ミ
ミ
ミ
塁
等
駐
℃

　
〉
司
§
霧
、
Q
腰
§
お
僑
ミ
≦
ぐ
亀
ミ
罵
曼
も
軽
し
・
勘
o
N
魯
℃
話
ω
ω
①
ω
二
鼠
＜
2
ω
搾
鉱
吋
①
ω
α
①

　
カ
①
口
口
。
ω
b
O
O
ρ
b
b
」
お
山
①
P

⑬
ω
酔
8
乳
房
Ω
興
ω
。
算
↓
書
、
適
職
帖
曼
ミ
織
§
卜
g
ミ
さ
ミ
ミ
に
物
§
職

　
℃
o
ミ
普
ミ
9
ミ
ミ
僑
疑
岡
〉
ぎ
鳴
ミ
爲
ミ
㌍
○
§
ミ
蔓
等
§
鴛
魯
O
o
ヨ
①
二
四
艮
く
2
ψ
搾
《

　
剛
お
ω
ρ
N
O
O
ω
一
Ω
Φ
「
ω
o
戸
凹
い
．
両
三
け
銀
雪
O
跳
ω
簿
δ
o
巳
8
ヨ
巴
臥
。
・
①
α
①
ω

　
ω
o
¢
＜
Φ
艮
屋
δ
8
‘
〆
あ
ω
O
一
撮
刈
O
》
’
勘
§
ミ
職
．
ミ
箕
鼠
誌
織
袋
罎
鴇
跨
N
恥
■
け

　
×
×
H
×
』
O
O
垂
℃
や
H
ω
ゐ
ρ
清
水
祐
美
子
、
コ
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
公
教
育
省
歴

　
史
研
究
委
員
会
と
未
刊
行
史
料
集
成
事
業
l
I
・
「
地
方
」
と
「
中
央
」
の
関
係
に
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着
目
し
て
一
」
、
『
目
仏
歴
史
学
会
会
報
㎞
、
第
二
七
号
、
二
〇
一
二
年
、
三
一

　
一
六
買
。

⑭
写
雪
a
ω
①
ω
葭
。
Φ
、
魯
．
ミ
Ω
蹄
Φ
Ω
冨
鼠
－
鋸
ぴ
幾
ρ
魯
6
心
血
富
磐
・
艶
Φ
疑
①

　
O
げ
既
ぎ
Φ
■
防
8
貯
守
ミ
融
ミ
転
、
袋
ミ
職
ミ
鴨
．
卜
題
目
象
融
融
日
出
当
日
§
N
鷺
恥
ミ
執
ぎ
謡
ら
魯

　
国
9
瓜
。
郎
。
り
α
儒
O
↓
鍛
ω
．
6
0
0
0
’

⑮
パ
ラ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
由
来
の
℃
龍
霧
で
あ
り
、
ア
テ
ー
ナ
ー
の
別
名
で

　
あ
る
。
ま
た
、
門
パ
ラ
ス
の
都
市
」
と
い
う
呼
称
の
起
源
は
、
一
世
紀
の
ラ
テ
ン

　
語
詩
人
マ
ル
テ
ィ
ア
リ
ス
と
四
世
紀
の
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
著
述
家
ア
ウ
ソ
ニ
ウ

　
ス
に
よ
る
形
容
に
あ
る
。

⑯
冒
§
－
国
碧
羅
じ
。
凶
σ
㊦
δ
鄭
Φ
け
〉
コ
紆
σ
O
冨
ω
量
’
冒
鳩
ミ
§
～
§
鷺
ミ
ミ
§
謹
’

　
＝
選
帥
い
の
く
炉
H
O
り
倉
O
P
㎝
O
o
I
q
P
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第
【
章
　
保
存
す
べ
き
過
去
の
遺
物
と
歴
史

記
念
物
の
意
義
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
視
点
か
ら
i

　
ま
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
視
点
か
ら
、
記
念
物
の
意
義
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
記
念
物
の

意
義
に
関
し
て
は
、
こ
の
時
代
に
最
も
高
名
だ
っ
た
愛
好
家
の
一
人
、
オ
バ
ン
目
ル
イ
・
ミ
ラ
ン
（
〉
彊
σ
一
】
P
－
い
O
¢
圃
ω
　
7
｛
一
口
訂
P
）
の
一
言
説
が
参
考
に

な
る
。
彼
は
、
自
身
の
『
美
術
辞
典
晦
の
中
で
、
記
念
物
を
「
霊
廟
、
偉
人
像
、
戦
勝
記
念
建
造
物
、
凱
旋
門
、
そ
の
他
に
、
素
描
の
技
術
が

用
い
ら
れ
た
建
築
物
で
、
後
世
に
語
り
か
け
て
い
る
作
品
」
と
定
義
し
つ
つ
、
「
記
念
物
」
と
い
う
語
は
一
般
に
「
芸
術
や
文
芸
に
関
す
る
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

常
に
旧
い
も
の
」
に
対
し
て
使
わ
れ
る
と
書
い
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
、
記
念
物
は
、
通
常
、
法
律
の
規
定
を
除
け
ば
建
造
物
の
み
を
指
す

⑫
当
時
は
・
美
術
品
を
も
含
む
・
価
値
を
有
す
る
芸
術
作
品
疲
を
指
す
纂
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
・
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
・

彼
に
と
っ
て
、
記
念
物
は
国
ま
た
は
国
民
の
た
め
に
保
存
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
お
い
て
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

著
の
『
国
の
遺
物
、
あ
る
い
は
記
念
物
集
隠
を
紹
介
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
国
の
栄
光
を
汲
々
と
し
て
追
い
求
め
る
文

芸
・
芸
術
の
愛
好
家
や
市
民
は
、
歴
史
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
傑
作
が
破
壊
さ
れ
る
の
を
平
然
と
見
て
い
ら
れ
な
い
。
我
々
は
こ
う
い
つ
た
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

念
物
が
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
胸
を
痛
め
た
」
、
と
。
彼
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
す
る
記
念
物
は
「
国
の
遺
物
」
と
呼
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ば
れ
得
る
も
の
で
あ
り
祖
国
の
栄
光
を
象
愛
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
忘
却
さ
れ
な
い
よ
う
今
後
も
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
の
た
め
に
保
存
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
帝
政
期
、
そ
し
て
後
に
続
く
復
古
王
政
期
に
お
い
て
、
記
念
物
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
一
八
〇
九
年
に
内
務
相
に
就
い
た
モ

ン
タ
リ
ヴ
ェ
（
ζ
O
P
け
p
J
一
同
く
Φ
け
）
は
、
ど
の
よ
う
な
記
念
物
が
ど
う
い
つ
だ
状
態
で
存
在
し
て
い
る
か
を
調
査
す
る
た
め
、
一
八
一
〇
年
、
城
館

や
修
道
院
、
墓
碑
な
ど
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
記
念
物
」
に
関
す
る
情
報
を
全
国
の
県
知
事
に
募
っ
た
。
ま
た
、
復
古
王
政
期
に
お
い
て
、
パ
リ
碑

文
・
文
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ド
ー
ー
ラ
ボ
ル
ド
（
〉
一
①
属
餌
】
P
縣
村
Φ
　
α
Φ
　
］
U
鋤
ぴ
Q
吋
創
Φ
）
は
、
申
央
政
府
の
協
力
の
も
と
収
集
さ
れ
た

情
報
を
利
用
し
つ
つ
、
一
八
｝
六
年
と
一
八
三
六
年
に
『
時
系
列
的
に
分
類
さ
れ
、
歴
史
的
事
実
と
芸
術
研
究
か
ら
考
察
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の

　
　
⑥

記
念
物
蜘
を
出
版
し
た
。
一
八
三
〇
年
代
ま
で
の
時
代
に
お
い
て
も
、
国
内
に
存
在
す
る
記
念
物
は
、
三
巴
政
府
と
パ
リ
在
住
の
愛
好
家
に
よ

っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
同
様
に
、
記
念
物
の
破
壊
行
為
（
「
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ズ
ム
」
）
が
地
方
で
進
行
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ゴ
ー
が
、
一
八
二
五
年
に
「
解
体
者
た
ち
と
の
戦
い
」
を
発
表
し
て
こ
の
状
況
を
非
難
し
た
よ
う
に
、
記
念
物
の
旦
ハ
体
的
な
保
存
方
策
は
依
然

と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
大
き
な
進
歩
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
七
月
王
政
期
で
あ
る
。
ユ
ゴ
ー
岡
様
に
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ズ
ム

が
横
行
す
る
状
況
を
問
題
思
し
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
（
国
き
8
δ
〇
三
N
o
け
）
内
務
相
は
、
国
内
の
記
念
物
の
状
態
を
調
査
す
る
「
歴
史
的

記
念
物
全
国
査
察
官
し
職
を
一
八
三
〇
年
に
設
け
た
。
彼
は
、
歴
史
的
・
芸
術
的
価
値
を
有
す
る
建
造
物
や
美
術
品
を
「
歴
史
的
記
念
物
」
と

呼
び
、
以
後
こ
の
語
は
普
及
す
る
。

　
彼
に
と
っ
て
、
歴
史
的
記
念
物
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
「
賛
美
」
さ
れ
「
羨
望
」
さ
れ
「
特
権
的
な
地
位
に
あ
る
国
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
「
過
去
の
理
解
、
歴
史
の
全
般
的
な
進
展
、
現
代
文
明
の
向
上
に
資
す
る
可
能
性
」
を
有
す
る
た
め
に
保
存
す
べ

き
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
は
、
こ
う
い
つ
た
歴
史
的
記
念
物
を
所
有
す
る
ゆ
え
に
称
揚
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
記

念
物
の
保
存
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
戦
功
を
称
え
た
絵
画
の
展
示
室
を
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
「
戦
い
の
間
」
と
し
て
設
置
し
祖
国
の
名
声
を
喧
伝
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⑨

し
た
の
と
同
じ
意
義
を
有
し
た
。
復
古
王
政
期
に
お
い
て
、
王
の
彫
像
が
公
共
の
場
に
飾
ら
れ
る
な
ど
王
の
威
信
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
と
フ
ラ

ン
ス
の
栄
光
が
混
同
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
七
月
王
政
期
で
は
、
祖
国
の
み
が
栄
誉
に
浴
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

代
に
政
府
が
強
調
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
栄
光
の
賜
物
で
あ
る
と
い
う
存
在
価
値
が
歴
史
的
記
念
物
に
は
あ
り
、
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
は

ど
こ
か
特
定
の
地
方
の
芸
術
な
い
し
文
化
を
称
え
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
、
歴
史
的

記
念
物
に
つ
い
て
公
立
学
校
で
教
え
る
な
ど
、
過
去
の
遺
物
を
通
じ
た
民
衆
へ
の
働
き
か
け
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

4e　（396）

一一

g
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
記
念
物
と
歴
史
の
意
義
　
　
ロ
ー
カ
ル
の
視
点
か
ら

　
そ
れ
で
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
過
去
の
遺
物
は
捉
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
町
で
も
フ
ラ
ン
ス
革
命

期
に
教
会
や
亡
命
貴
族
の
財
産
だ
っ
た
芸
術
作
品
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
美
術
館
が
一
七
九
三
年
に
創
設
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
芸
術
に
関
わ
る
活
動
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
パ
ラ
ス
の
都
市
」
の
名
誉
の

た
め
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
拡
充
に
従
事
し
た
愛
好
家
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

デ
ュ
ー
ー
メ
ー
ジ
ュ
（
〉
δ
×
三
二
Φ
U
g
ζ
Φ
ひ
q
Φ
）
は
、
実
際
、
～
八
二
七
年
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
パ
ラ
ス
と
し
て
（
…
）
讃
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
都
市
門
筆
者
注
　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
］
」
は
「
そ
の
権
勢
を
失
っ
た
。
わ
ず
か
な
古
代
の
記
念
物
し
か
保
存
し
て
い
な
い
か
ら
だ
」
、
と
。
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
に
必
要
な
の
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
充
実
化
で
あ
り
、
町
の
栄
光
は
そ
れ
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
八
三
一
年
に
は
、
デ
ュ
ー
ー
メ
ー
ジ
ュ
ら
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
南
部
考
古
学
協
会
（
蜀
ω
8
毎
Φ
母
魯
亀
愚
ρ
器
曾
≦
旺
号
訂

甲
嘗
8
）
が
創
設
さ
れ
た
。
協
会
の
目
的
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
主
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
南
部
の
歴
史
、
芸
術
、
考
古
学
に
関
心
を
も
つ
有
志
が

発
表
や
情
報
交
換
を
通
じ
て
研
究
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
成
果
を
世
に
広
め
学
術
を
振
興
し
、
さ
ら
に
は
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
行
政
に
介
入
す

る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
古
学
協
会
の
会
員
に
は
、
お
お
ま
か
に
言
っ
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
在
住
の
「
居
住
会
員
」
と
そ
れ
以
外
の
場

所
に
住
む
「
通
信
会
員
」
が
存
在
し
た
。
居
住
会
員
に
よ
る
週
に
一
度
の
定
例
会
は
、
入
会
を
希
望
す
る
者
が
い
る
際
、
業
績
を
考
慮
し
つ
つ
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審
査
を
行
っ
た
。
居
住
会
員
に
は
四
〇
名
と
い
う
定
員
の
上
限
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
あ
る
程
度
厳
格
な
入
会
基
準
ゆ
え
に
、
協
会
は
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ス
学
士
院
を
モ
デ
ル
と
す
る
よ
う
な
伝
統
的
な
ア
カ
デ
ミ
ー
の
形
態
を
採
用
し
て
い
た
と
言
え
る
。
居
住
会
員
の
社
会
階
層
を
調
べ
て
み
る
と
、

土
地
所
有
者
や
「
文
人
」
（
げ
O
b
P
目
P
①
　
α
Φ
　
一
Φ
叶
け
桟
Φ
の
）
な
ど
富
裕
層
に
属
す
る
人
々
は
過
半
数
を
占
め
ず
、
中
流
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
も
か
な
り
の
数

　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

含
ま
れ
て
い
た
が
、
会
員
ら
は
伝
統
的
な
ア
カ
デ
ミ
ー
同
様
に
比
較
的
保
守
的
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
重
要
な
の
は
、
会
員
ら
に
と
っ
て
協
会
の
活
動
が
地
元
の
名
声
を
上
げ
る
た
め
の
手
段
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
共
同
設
立
者
の
ド
観
カ
ス
テ

ラ
ー
ヌ
θ
Φ
O
鋤
人
証
器
）
会
長
は
、
団
体
の
会
合
で
な
さ
れ
た
演
説
の
中
で
、
「
地
元
に
対
し
て
し
か
愛
情
を
抱
い
て
い
な
い
と
非
難
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
と
を
（
…
）
恐
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
、
当
時
十
数
名
だ
っ
た
会
員
に
呼
び
か
け
、
「
あ
な
た
方
は
、
我
々
の
町
の
権
威
が
高
ま
る
よ

う
な
研
究
を
計
画
し
熱
心
に
取
り
組
み
、
歴
史
上
不
明
瞭
な
点
を
明
ら
か
に
し
て
、
我
々
の
父
祖
の
記
憶
を
想
起
さ
せ
、
依
然
と
し
て
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ス
南
部
の
栄
光
の
｝
つ
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
蒔
代
の
記
念
物
を
活
写
す
べ
き
だ
」
と
説
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
会
員
ら
に
国
へ
の
帰
属
を
嫌

悪
し
否
定
す
る
傾
向
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
協
会
の
名
に
「
フ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
語
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
演
説
で
「
国
民
」
あ
る
い
は
「
国
民
的
」
と
い
う
言
葉
に
一
切
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
考
古
学
協
会
の
愛

好
家
は
、
自
身
の
研
究
や
保
存
活
動
が
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
的
記
念
物
の
全
体
像
の
把
握
と
フ
ラ
ン
ス
史
の
解
明
に
寄
与
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
意
識
を
強
く
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
中
央
政
府
の
そ
れ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
他
地
方
の
愛
好
家
の
そ
れ
と
も
対
照
的
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碑
文
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手
稿
史
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な
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を
含
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と
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あ
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が
、
こ

　
う
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っ
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史
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稿
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℃
．
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∴
㎝
⑤
．
ユ
ゴ
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一
八
三
工
年
に
も
同
じ
題
で
論
文
を
出
版
し
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い
る
。
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b
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パ
リ
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淑
彦
訳
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ピ
エ
ー

　
ル
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ノ
ラ
編
、
㎎
記
憶
の
場
　
フ
ラ
ン
ス
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民
意
識
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文
化
1
1
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会
史
三
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谷
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〇
〇
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口
ω
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誕
ψ
b
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O
O
Q
。
、
P
謡
．

⑬
一
八
竺
二
年
か
ら
一
八
七
二
年
ま
で
に
所
属
し
た
会
員
の
う
ち
、
土
地
所
有
者

　
の
占
め
る
割
合
は
約
三
〇
％
と
、
最
も
大
き
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
有
し
て
い
た
が
、

　
文
人
と
申
告
し
て
い
た
者
は
三
・
三
％
か
ら
一
四
・
三
％
を
占
め
る
に
と
ど
ま
つ

　
た
。
会
員
の
過
半
数
は
、
法
曹
、
聖
職
者
、
大
学
教
師
、
建
築
家
、
文
書
館
員
、

　
軍
人
な
ど
で
あ
り
、
研
究
と
は
別
の
職
業
活
動
に
従
事
し
て
い
た
。
工
場
労
働
者

　
や
職
人
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
い
。
ξ
ω
勺
①
博
話
ω
ρ
、
．
い
Φ
ω
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室
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Φ
。
。
き
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。
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賦
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仙
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竃
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貯

　
ぎ
ミ
恥
（
以
下
、
羨
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と
略
す
）
’
8
ヨ
Φ
薩
■
巳
Q
。
日
山
Φ
○
。
b
。
．
P
b
。
b
。
．

⑭
協
会
創
設
の
理
由
は
、
彼
ら
の
政
治
的
姿
勢
と
無
関
係
で
は
な
い
可
能
性
が
あ

　
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
考
古
学
協
会
の
規
約
で
、
政
治
・
宗
教
に
関
す

　
る
議
論
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
愛
好
家
の
姿
勢
を
議
事
録
か
ら

　
評
価
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
れ
は
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
他
の
媒
体

　
で
も
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
ド
ー
ー
カ
ス
テ
ラ
…
ヌ
は
元
亡

　
命
貴
族
で
、
復
古
王
政
期
に
は
大
佐
に
任
ぜ
ら
れ
、
退
職
後
は
市
会
の
会
員
と
し

　
て
活
動
し
た
正
統
王
朝
派
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
七
月
王
政
成
立
後
に
布

　
会
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
デ
ュ
ー
ー
メ
ー
ジ
ュ
は
、
シ
ャ
ル
ル
一
〇
世

　
の
息
子
ア
ン
グ
レ
ー
ム
公
爵
か
ら
一
八
一
四
年
に
王
家
の
百
合
の
紋
章
を
受
け
取

　
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
正
統
王
朝
派
の
新
聞
、
凹
ガ
ゼ
ッ
ト
・
デ

　
ュ
・
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
』
も
フ
ラ
ン
ス
南
部
考
古
学
協
会
の
試
み
を
高
く
評
価
し
応

　
費
す
る
記
事
を
発
表
し
て
い
た
。
以
上
の
事
実
か
ら
、
集
ま
っ
た
愛
好
家
は
正
統

　
王
朝
派
が
多
く
、
七
月
王
政
政
府
へ
の
不
信
感
を
示
し
つ
つ
協
会
が
設
立
さ
れ
た

　
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
協
会
は
、
必
ず
し
も
中
央
の
歴

　
史
的
記
念
物
の
保
存
方
針
に
反
抗
し
な
か
っ
た
。
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一九世紀前半のフランス地方都市における歴i史的記念物の保存と都市計画（中山）
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率
い
る

第
二
章
　
　
「
中
世
の
都
市
」
か
ら
の
脱
却

一
　
都
市
計
画
の
中
央
集
権
化

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
古
物
研
究
会
は
、
地
元
の
歴
史
的
記
念
物
の
研
究
に
従
事
し
つ

つ
、
他
地
方
の
歴
史
的
記
念
物
と
の
類
似
点
や
相
違
点
を
発
見
し
て
フ
ラ
ン
ス
全

土
の
歴
史
の
解
明
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
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そ
れ
で
は
、
都
市
計
画
策
定
の
際
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
、
歴
史
的
記
念
物
を
保
存
す
る
重
要
性
は
ど
の
程
度
意
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ

う
か
。
保
存
の
意
義
は
ど
う
い
つ
だ
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
都
市

計
画
の
基
本
方
針
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
一
九
世
紀
前
半
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
地
方
都
市
は
、
依
然
と
し
て
「
中
世
の
都
市
」
の
様
相

を
呈
し
て
い
た
。
道
は
狭
く
曲
が
り
く
ね
り
、
広
場
は
小
さ
か
っ
た
。
一
八
世
紀
前
半
以
降
、
地
方
都
市
に
居
住
す
る
建
築
家
は
、
こ
の
よ
う

な
町
の
構
造
に
よ
っ
て
痙
気
や
有
毒
な
匂
い
が
滞
留
す
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
建
築
家
は
、
空
気
が
淀
み
な
く
循
環
し
見
通
し
の
良
い
明
る

い
町
の
開
発
計
画
を
立
て
始
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
都
市
計
画
は
、
衛
生
面
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
的
側
面
か
ら
も
求
め
ら
れ
た
。
中
世

の
町
の
構
造
は
、
交
通
や
流
通
の
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
、
市
単
の
撤
去
、
道
路
の
舗

装
・
拡
大
、
十
分
な
空
間
を
有
す
る
広
場
の
設
置
（
時
に
市
場
の
開
設
を
伴
う
）
だ
っ
た
。

　
計
画
の
実
行
に
関
し
て
、
一
九
世
紀
初
頭
以
降
、
規
定
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
基
本
と
な
っ
た
の
が
、
建
築
線
（
建
造
物
の
突
出
を
禁

止
す
る
た
め
に
図
上
の
敷
地
に
引
か
れ
る
線
）
に
関
す
る
一
八
〇
七
年
九
月
一
六
日
法
第
五
二
条
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
通
り
の
設
置
と
、
早
き
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な
道
路
の
一
部
に
は
な
ら
な
い
古
い
逓
り
の
拡
張
の
た
め
の
建
築
線
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
公
益
の
た
め
の
そ
れ
は
、
市
長
に
よ
っ
て
計
画
に

基
づ
い
て
設
定
さ
れ
る
」
、
と
あ
る
。
同
条
は
、
建
築
線
を
決
定
す
る
権
限
を
自
治
体
の
長
に
認
め
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
「
案
は
知
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

送
ら
れ
、
知
事
の
意
見
を
付
し
て
内
務
相
に
伝
達
さ
れ
、
国
務
院
の
裁
可
を
経
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
八
○
八
年
八
月
一
八
日
、
内

務
相
は
計
画
案
の
書
き
方
を
各
県
の
知
事
に
伝
え
、
そ
れ
を
全
国
で
統
一
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
一
八
一
～
年
四
月
＝
八
日
の
通
達
で
は
、

建
築
線
設
定
計
画
が
内
務
相
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
広
場
や
通
り
の
設
置
ま
た
は
拡
大
に
よ
っ
て
土
地
や
不
動
産
の
取
得
が
必
要
に

な
っ
て
も
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
都
市
計
画
の
実
施
に
一
層
の
制
限
が
か
け
ら
れ
中
央
政
府
に
よ
る
介
入

が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
、
帝
政
期
に
規
格
化
さ
れ
た
、
建
築
線
の
設
定
を
中
心
と
す
る
都
市
計
画
は
、
以
降
も
地
方
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
国
の
行
政
の
方
針
と
し
て
は
、
内
務
愚
な
い
し
公
共
事
業
相
が
都
市
計
画
を
実
行
に
移
す
た
め
の
最
終
決
定
権
限
を
有
し
て
い
た
が
、
大
臣

の
決
定
は
お
お
む
ね
市
民
建
造
物
審
議
会
（
げ
0
8
ω
Φ
置
α
q
9
Φ
邑
号
ω
冨
け
§
魯
け
。
。
鼠
邑
ω
）
と
い
う
、
会
員
の
多
く
を
建
築
家
が
占
め
る
専
門
諮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

問
機
関
に
従
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
一
七
九
五
年
に
創
設
さ
れ
た
審
議
会
が
お
も
に
扱
っ
た
問
題
は
、
前
述
の
建
築
線
の
他
に
、
新
道
路
の
開
通

や
既
存
の
通
り
の
拡
張
等
の
計
画
だ
っ
た
。
地
方
自
治
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
計
画
を
承
認
す
る
か
否
か
は
、
町
の
近
代
化
が
促
進
さ
れ
る
か
ど

う
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
計
画
は
、
空
気
の
循
環
を
促
し
て
住
民
の
健
康
、
安
全
（
と
く
に
火
災
の
危
険
性
の
軽
減
）
に
寄
与
し
、

交
通
量
の
増
加
を
推
進
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
美
し
い
景
観
が
創
り
出
さ
れ
る
か
、
適
切
な
予
算
で
工
事
が
実

現
可
能
か
な
ど
、
計
画
の
審
美
的
、
経
済
的
側
面
も
重
要
な
判
断
基
準
だ
っ
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
建
造
物
審
議
会
は
、
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
だ
け
を
主
た
る
目
的
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
｝
九

世
紀
前
半
に
お
い
て
、
歴
史
的
記
念
物
の
近
辺
が
対
象
と
な
る
工
事
、
と
く
に
建
造
物
の
周
り
を
広
場
に
し
て
他
の
建
物
か
ら
隔
離
す
る
工
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
ま
た
、
本
稿
で
扱
う
サ
ン
聾
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
審
議
会
の
議
論
の
対
象
だ
っ
た
。
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一九世紀前半のフランス地方都市における歴史的記念物の保存と都市計画（中山）

ニ
　
ト
ゥ
…
ル
ー
ズ
に
お
け
る
都
市
計
画

　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
か
ら
都
市
計
画
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
歴
史
的
記
念
物
の
取
り
扱
い
も
ま

た
重
要
な
テ
ー
マ
の
　
つ
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
ま
ず
こ
の
町
の
都
市
計
画
の
全
般
的
な
特
徴
に
つ
い
て
、
二
人
の
建
築
家
の
言
動

を
通
じ
て
考
察
し
て
お
こ
う
。
一
八
世
紀
中
葉
に
活
躍
し
た
地
元
の
建
築
家
で
技
師
の
ル
イ
・
ド
ー
ー
モ
ン
ド
ラ
ン
（
】
U
O
自
一
の
α
Φ
ζ
O
】
P
α
吋
p
o
P
）
は
、

　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

自
著
の
中
で
、
広
場
、
遊
歩
道
、
庭
園
は
、
町
の
美
化
と
増
大
し
て
い
く
住
民
の
健
康
状
態
の
改
善
に
貢
献
す
る
も
の
と
し
た
。
ま
た
、
市
壁

の
取
り
壊
し
に
よ
る
都
市
の
拡
大
、
貫
通
路
の
創
建
に
よ
る
人
の
移
動
や
物
の
流
通
の
促
進
を
重
要
視
し
た
。
町
の
構
造
を
改
変
す
る
こ
の
よ

う
な
大
が
か
り
な
計
画
は
、
古
典
主
義
的
感
性
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
美
的
観
点
か
ら
、
一
律
の
高
さ
の
フ
ァ
サ
ー
ド
や
直
線
道
路
が
好

ま
れ
、
同
色
の
建
築
資
材
の
使
用
が
求
め
ら
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
都
市
計
画
を
実
行
す
れ
ば
、
「
興
味
を
惹
か
れ
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
外
か
ら
や
っ
て
来
た
人
々
が
よ
り
長
く
も
っ
と
快
適
に
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
滞
在
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
全
世
界
か
ら
人
々
が
町
に
集
ま
る
だ
ろ
う
」
と
、
ド
目
モ
ン
ド
ラ
ン
は
考
え
て
い
た
。
都
市
計
画
は
、
町
の
美

し
い
姿
を
世
に
提
示
し
町
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
手
段
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
ス
ペ
イ
ン
に
近
く
、

大
西
洋
と
地
中
海
を
結
ぶ
ミ
デ
ィ
運
河
を
利
用
で
き
る
商
業
の
要
地
で
あ
り
、
都
市
開
発
を
進
め
ら
れ
れ
ば
地
の
利
を
も
っ
と
活
か
し
て
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
き
る
と
、
ド
日
モ
ン
ド
ラ
ン
は
予
測
し
て
い
た
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
が
都
市
計
画
に
基
づ
く
開
発
を
必
要
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
第
二
の
都
市
」
で
あ
る
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
あ
っ
た
。
都
市
開
発
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
「
美
」
が
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
考
え
は
、

「
パ
ラ
ス
の
都
市
」
と
い
う
過
去
の
名
声
に
拠
っ
て
立
ち
か
つ
て
の
繁
栄
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
姿
勢
の
土
台
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、

彼
は
、
都
市
計
画
の
実
施
に
際
し
、
す
べ
て
の
歴
史
的
記
念
物
が
取
り
壊
し
の
対
象
に
な
る
と
考
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
「
昔
の
人
々
が
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

め
た
規
則
に
従
っ
て
作
ら
れ
た
建
築
作
品
を
公
衆
に
提
示
」
し
て
、
当
時
の
人
々
の
「
優
れ
た
建
築
に
対
す
る
感
性
」
を
酒
養
す
る
こ
と
が
重
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要
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
計
画
案
を
発
表
し
た
だ
け
で
実
現
で
き
な
か
っ
た
ド
睡
モ
ン
ド
ラ
ン
の
考
え
を
引
き
継
い
で
一
部
を
実
行
に
移
し
た
の
が
、
地
元
の
建
築
家

で
技
師
の
ジ
ャ
ッ
ク
ー
ー
パ
ス
カ
ル
・
ヴ
ィ
ル
バ
ン
（
冨
8
器
甲
評
。
。
0
9
・
一
≦
お
σ
Φ
p
け
）
で
あ
る
。
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
町
の
工
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

計
画
を
担
当
し
た
彼
は
、
当
時
、
地
元
で
最
も
有
能
な
都
市
計
画
家
と
み
な
さ
れ
、
市
専
任
建
築
家
（
一
七
八
二
～
一
八
三
〇
）
に
就
い
て
い
た
。

ま
た
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
科
学
・
碑
文
・
文
芸
協
会
の
会
員
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
美
術
学
校
建
築
家
教
授
（
一
八
〇
五
～
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

八
三
〇
）
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
美
術
館
館
長
（
～
八
一
八
～
｝
八
三
一
）
も
歴
任
し
た
。

　
ヴ
ィ
ル
バ
ン
は
、
市
か
ら
全
幅
の
信
頼
を
得
て
い
く
つ
も
の
都
市
計
画
を
作
成
し
実
施
し
た
。
そ
の
多
く
が
、
通
り
の
直
線
化
・
拡
張
と
広

場
の
創
設
で
あ
る
。
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
あ
る
い
は
取
り
壊
し
に
つ
い
て
は
、
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
旧
カ

ル
ム
修
道
院
を
広
場
に
変
更
す
る
た
め
の
工
事
が
あ
る
。
修
道
院
は
、
　
三
世
紀
中
葉
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
身
を
落
ち
着
け
た
カ
ル
メ
ル
会
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

道
士
が
創
設
し
た
も
の
で
、
そ
の
一
部
の
モ
ン
ー
ー
カ
ル
メ
ル
聖
堂
は
建
造
物
内
で
「
最
も
価
値
が
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
特
別
な
芸
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

的
・
歴
史
的
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
聖
堂
だ
け
だ
っ
た
。
当
地
の
図
案
は
な
く
聖
堂
の
正
確
な
位
置
は
つ
か
め
な
い
が
、
聖
堂
を
取
り

壊
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
広
場
の
設
置
は
難
し
か
っ
た
。
保
存
と
取
り
壊
し
の
問
で
揺
れ
る
状
況
の
中
、
一
八
〇
四
年
三
月
、
ヴ
ィ
ル
バ
ン
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

モ
ン
睦
カ
ル
メ
ル
聖
堂
を
含
め
た
旧
カ
ル
ム
修
道
院
の
保
存
状
態
が
非
常
に
悪
く
倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の

結
果
、
取
り
壊
し
を
行
う
た
め
に
、
国
有
財
産
だ
っ
た
旧
カ
ル
ム
修
道
院
と
敷
地
は
、
ジ
ョ
ゼ
フ
目
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
リ
シ
ャ
ー
ル
（
冒
ω
8
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

国
蕾
馨
①
空
9
霞
位
）
オ
ー
ト
ー
ー
ガ
ロ
ン
ヌ
県
知
事
の
許
可
の
も
と
同
年
五
月
に
六
六
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
市
に
移
譲
さ
れ
た
。
市
が
取
り
壊
し
を

決
定
し
た
の
は
、
崩
れ
落
ち
そ
う
な
建
物
を
修
復
す
る
よ
り
も
解
体
し
て
広
場
を
設
置
す
る
ほ
う
が
安
上
が
り
で
あ
り
重
要
だ
っ
た
か
ら
だ
が
、

市
や
ヴ
ィ
ル
バ
ン
は
、
広
場
の
設
置
過
程
で
旧
カ
ル
ム
修
道
院
の
芸
術
的
価
値
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
院
の
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

術
品
や
建
築
の
一
部
は
、
取
り
壊
し
の
際
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
美
術
館
に
移
送
さ
れ
て
い
る
）
。
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第
三
章
　
都
市
計
画
の
中
の
歴
史
的
記
念
物

サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
隔
離
工
事

　
以
上
の
よ
う
に
、
都
市
計
画
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
あ
る
い
は
取
り
壊
し
は
時
に
重
要
な
主
題
と
な
っ
た
。
そ

の
申
で
、
中
央
と
地
方
の
両
方
か
ら
様
々
な
雷
動
が
現
れ
る
例
も
存
在
し
た
。
そ
れ
が
、
復
古
王
政
期
か
ら
七
月
王
政
期
に
か
け
て
議
論
さ
れ

た
サ
ン
目
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
と
旧
サ
ン
ー
ー
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
の
周
り
の
広
場
の
設
置
で
あ
る
。
広
場
の
設
置
は
、
教
会
堂
の
隔
離
と
隣
接
す

る
建
造
物
の
取
り
壊
し
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
。

　
ま
ず
、
教
会
堂
の
歴
史
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
歴
史
的
記
念
物
は
、
三
世
紀
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
は
じ

め
て
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
伝
え
殉
教
し
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
最
初
の
司
教
、
聖
サ
ト
ゥ
ル
ニ
ヌ
ス
に
捧
げ
ら
れ
た
建
築
物
で
あ
る
。
建
造
の
開
始

は
四
世
紀
と
伝
え
ら
れ
、
一
〇
九
六
年
に
は
時
の
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス
出
世
に
よ
っ
て
内
陣
の
献
堂
式
が
行
わ
れ
た
。
教
会
堂
は
、
以
降
、
高
い

名
声
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ン
チ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
ま
で
の
巡
礼
路
で
立
ち
寄
る
べ
き
教
会
堂
の
一
つ
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
二
世
紀
の
ラ
テ
ン
語
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
『
巡
礼
案
内
記
聯
（
璽
ヤ
コ
ブ
の
毒
煙
の
第
五
書
）
に
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
教
会
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
多
数
の
巡
礼
者
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
建
築
構
造
を
有
し
て
い
た
。
町
の
外
で
の
人
気
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
聖
別
さ
れ
て
い
た
教
会

堂
は
、
歴
代
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
や
キ
ャ
ピ
ト
ゥ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
参
事
な
ど
の
統
治
者

に
よ
っ
て
も
崇
敬
の
念
が
払
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
町
の
建
造
物
を
代
表
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
一
八
三
〇
年
頃
ま
で
、
サ
ン
駐
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
は
、
地
元
民
以
外
の
人
々
に
よ
っ
て
常
に
賞
賛
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
た
と
え
ば
、
「
九
世
紀
初
頭
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
訪
れ
た
先
述
の
オ
バ
ン
ー
ー
ル
イ
・
ミ
ラ
ン
は
、
「
外
側
か
ら
よ
く
見
え
ず
美
し
い
外
観

　
　
　
　
　
　
③

を
呈
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
隣
接
し
て
い
た
種
々
の
建
造
物
の
せ
い
だ
っ
た
。
市
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
議
論
の
中
に
ミ
ラ

ン
の
批
評
そ
の
も
の
に
対
す
る
言
及
は
な
い
が
、
彼
の
言
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
教
会
堂
を
隔
離
し
て
見
栄
え
を
良
く
し
再
評
価
さ
れ
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
外
観
に
配
慮
し
て
い
た
彼
の
頭
に
は
、
「
八
世
紀
朽
葉
以
降
隔
離
工
事
が
行
わ
れ
て
い
た
、
首
都
パ
リ
の
い
く
つ
か
の
歴
史
的
記
念
物
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
美
術
批
評
家
の
カ
ト
ル
メ
ー
ル
旺
ド
雅
カ
ン
シ
ー
（
ρ
五
時
①
語
卿
Φ
α
Φ
の
¢
ぎ
昌
）
は
、
一
八
世
紀
末
に
こ
の
工
事
の
意

義
を
詳
述
し
て
い
る
。
彼
の
考
え
に
従
う
と
、
歴
史
的
記
念
物
が
周
り
の
建
造
物
か
ら
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
偉
大
な
建
物
」
は
「
塞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
れ
て
い
る
」
状
態
に
あ
り
、
壮
麗
さ
や
名
声
が
ひ
ど
く
損
ね
ら
れ
る
。
こ
の
状
況
か
ら
脱
す
る
た
め
に
は
、
「
台
座
、
広
場
、
空
間
」
が
必

　
　
　
⑥

要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
広
場
の
申
心
に
据
え
ら
れ
た
台
座
の
上
に
屹
立
す
る
か
の
よ
う
に
、
歴
史
的
記
念
物
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
月
王
政
期
に
行
わ
れ
た
歴
史
的
記
念
物
の
隔
離
工
事
の
方
針
は
、
基
本
的
に
カ
ト
ル
メ
ー
ル
睦
ド
ー
ー
カ
ン
シ
ー
の
考
え
に
沿
う
も
の
が
多
か

　
⑦

つ
た
。

　
サ
ン
目
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
例
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
が
、
ド
擁
モ
ン
ド
ラ
ン
は
そ
の
隔
離
を
一
八
世
紀
中
葉
に
す
で
に
推
奨
し
て
い
た
。
彼

の
考
え
が
当
時
の
パ
リ
の
都
市
計
画
に
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
く
定
か
で
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
と
っ
て
、
広
場
は
「
大
都
市
を
き
れ
い
に
見
せ
得
る
最
も
美
し
い
装
飾
晶
の
～
つ
」
だ
っ
た
。
「
都
市
に
壮
麗
な
雰
囲
気
が
与
え
ら
れ
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

威
光
と
富
が
示
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
前
提
は
、
整
っ
た
広
場
の
形
だ
っ
た
。
ま
た
、
人
、
馬
車
、
荷
車
な
ど
が
多
く
集
ま
る

教
会
堂
の
周
り
に
大
き
な
広
場
を
作
る
の
は
、
混
雑
し
た
窮
屈
な
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
教
会
堂
の
「
名
声
や

　
　
　
　
　
⑩

清
澄
な
雰
囲
気
」
を
目
立
た
せ
、
他
と
は
異
な
る
卓
越
し
た
さ
ま
を
顕
示
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
ド
ー
ー
モ
ン
ド
ラ
ン
は
カ
ト
ル
メ
ー
ル
ー
ー
ド

“
カ
ン
シ
ー
ほ
ど
詳
し
く
隔
離
の
必
要
性
を
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
パ
リ
の
美
術
批
評
家
と
同
様
の
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
隔
離
を
市
行
政
が
議
論
す
る
よ
う
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
き
っ
か
け
は
、
教
会
堂
の
保
存
状
態
の
悪
化
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期
の
教
会
財
産
国
有
化
に
よ
っ
て
、
側
廊
の
北
側
（
図
一
の
左
）
に
隣
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
た
列
柱
廊
が
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ス
な
る
住
民
に
売
却
さ
れ
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
所
有
者
と
な
っ
た
彼
は
一
八
〇
四
年
か
ら
一
八
○
八
年
の
問
に
そ
れ
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ー
ー
モ
ン
ド
ラ
ン
の
構
想
を
採
り
入
れ
た
。
息
子
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
、
一
八
二
七
年
、
近
接
す
る
建
造
物
か
ら
教
会
堂
を
隔
離
す
る
工
事
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
教
会
堂
の
周
り
に
楕
円
形
の
広
場
を
設
置
し
、

中
心
に
教
会
堂
が
位
置
す
る
よ
う
意
図
し
た
彼
の
案
は
、
市
会
に
歓
迎
さ
れ
た
。
「
新
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
広
場
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
空
間
は
、

教
会
堂
の
南
側
（
図
一
の
右
）
の
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
広
場
と
西
側
（
図
一
の
下
）
の
サ
ン
回
レ
イ
モ
ン
広
場
を
接
続
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

う
な
計
画
が
立
て
ら
れ
た
の
は
、
教
会
堂
の
状
態
悪
化
を
防
ぐ
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
「
美
し
い
建
造
物
を
一
望
で
き
る
」
景
観
を
作
り
出
す

た
め
で
も
あ
っ
た
。
市
民
建
造
物
審
議
会
も
ま
た
案
に
賛
意
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
二
七
年
一
二
月
二
六
日
の
里
心
に
よ
っ
て
実
施
の

　
　
　
　
　
　
⑯

許
可
が
下
さ
れ
た
。
世
一
を
見
る
限
り
、
案
は
、
教
会
堂
の
南
西
側
に
位
置
す
る
旧
サ
ン
ー
ー
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
の
取
り
壊
し
を
伴
う
も
の
だ

っ
た
が
、
当
時
の
中
央
政
府
は
こ
れ
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
地
元
の
愛
好
家
も
ま
た
、
反
対
の
声
を
挙
げ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
市
の
予
算

不
足
に
よ
り
、
計
画
の
実
行
の
端
緒
は
七
月
王
政
期
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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他
方
、
教
会
堂
の
後
陣
付
近
に
位
置
し
た
墓
地
の
土
地
が
高
く
、
降
雨
の
際
に
墓
地
か
ら
水
が
教
会
堂
の
方
へ
流
れ
込
ん
で
い
た
の
を
防
ぐ

べ
く
、
市
は
、
新
王
政
開
始
直
後
の
一
八
三
〇
年
か
ら
一
八
三
一
年
置
か
け
て
、
土
地
を
削
る
処
置
を
施
し
た
。
ま
た
、
市
は
教
会
堂
の
そ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
存
在
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
建
造
物
を
取
得
し
た
。
た
だ
、
教
会
堂
の
袖
廊
北
側
に
は
、
依
然
と
し
て
聖
賢
室
が
隣
接
し
て
い
た
（
図
心
）
。

ヴ
ィ
ル
バ
ン
の
後
を
引
き
継
い
だ
市
専
任
建
築
家
で
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
考
古
学
協
会
の
会
員
だ
っ
た
ウ
ル
バ
ン
・
ヴ
ィ
ト
リ
a
誉
鋤
ヨ
≦
け
曼
）

は
、
一
八
三
三
年
四
月
、
前
任
者
の
案
に
同
意
し
た
う
え
で
、
「
他
の
用
途
で
は
ま
っ
た
く
使
い
道
が
な
く
無
意
味
な
」
聖
具
室
の
取
り
壊
し

　
　
　
　
⑱

を
主
張
し
た
。
こ
の
方
策
は
も
ち
ろ
ん
、
ヴ
ィ
ル
バ
ン
の
提
案
同
様
、
教
会
堂
の
美
観
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
市
会
は
、
こ
の
提
案
に
対
し
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
だ
ろ
う
か
。
市
会
に
と
っ
て
も
、
翫
具
室
は
使
い
よ
う
が
な
く
「
教
会
堂
全
体
か
ら
醸

し
出
さ
れ
る
均
整
美
を
損
ね
る
」
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
雨
水
が
瓦
を
伝
っ
て
壁
に
流
れ
落
ち
る
せ
い
で
強
度
を
落
と
し
て
い
る
教
会
堂
の
保

存
状
態
も
ま
た
、
聖
控
室
を
取
り
壊
せ
ば
改
善
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
市
会
は
、
一
八
三
三
年
五
月
に
ヴ
ィ
ト
リ
の
意
見
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
賛
意
を
表
明
し
、
聖
具
室
の
取
り
壊
し
を
容
認
し
た
。

　
た
だ
し
、
事
は
う
ま
く
運
ば
な
か
っ
た
。
計
画
は
、
当
時
の
地
元
の
宗
教
勢
力
の
長
、
ダ
ス
ト
ロ
ス
θ
．
〉
ω
ぎ
ω
）
大
司
教
に
よ
っ
て
反
対

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
か
つ
て
「
ラ
ア
」
（
ピ
．
〉
鋤
）
と
呼
ば
れ
る
秘
密
結
社
に
所
属
し
て
い
た
。
こ
の
結
社
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に

認
め
ら
れ
た
、
国
民
の
自
由
、
平
等
を
促
す
様
々
な
規
定
に
反
対
し
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
社
会
秩
序
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
を
保
持
し
て
い
た
ダ
ス
ト
ロ
ス
大
司
教
は
、
前
政
権
支
持
者
を
追
放
し
た
七
月
王
政
期
の
市
行
政
に
対
し
非
協
力
的
だ
っ
た

　
　
　
　
⑳

と
思
わ
れ
る
。

　
聖
慮
室
の
管
理
者
で
あ
り
占
有
者
だ
っ
た
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
財
産
管
理
委
員
会
は
、
大
司
教
の
意
向
に
反
す
る
よ
う
な
判
断
を
下
さ
な

か
っ
た
。
委
員
会
は
、
一
八
三
三
年
五
月
末
、
取
り
壊
し
に
よ
っ
て
で
き
る
空
間
が
「
掃
き
溜
め
、
あ
る
い
は
身
を
持
ち
崩
し
た
女
性
の
た
ま

　
⑳

り
場
」
に
な
る
と
指
摘
し
た
。
翌
月
、
大
司
教
は
、
法
律
や
王
令
、
省
令
な
ど
の
「
守
る
べ
き
規
則
や
踏
む
べ
き
手
順
」
を
提
示
す
る
よ
う
ジ

ョ
ゼ
フ
・
ヴ
イ
グ
リ
i
（
旨
。
ω
Φ
9
≦
題
巴
Φ
）
市
長
に
求
め
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
バ
レ
ン
ヌ
（
富
。
ρ
話
ω
留
話
言
Φ
ω
）
知
事
に
も
市
の
行
為
に
合
法
性
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
あ
る
か
ど
う
か
尋
ね
た
。
こ
れ
に
対
し
、
知
事
は
自
身
の
承
認
な
し
に
工
事
は
取
り
行
わ
れ
得
な
い
と
述
べ
た
。
他
方
、
市
長
は
、
教
会
堂

の
隔
離
工
事
の
方
針
は
中
央
政
府
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
て
い
る
し
、
聖
具
室
は
市
の
所
有
物
な
の
で
計
画
の
実
行
は
正
当
な
も
の
だ
と
主
張
し

⑳た
。
し
か
し
、
大
司
教
は
食
い
下
が
っ
た
。
聖
旦
ハ
室
の
占
有
者
が
反
対
す
る
場
合
で
も
、
取
り
壊
し
計
画
の
実
施
が
法
的
に
可
能
か
ど
う
か
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

明
せ
よ
と
問
い
質
し
、
そ
の
結
果
、
工
事
は
延
期
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
の
頃
、
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
価
値
は
地
元
民
以
外
か
ら
も
次
第
に
注
厨
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
ジ
ュ
ス
タ

ン
・
テ
ロ
ー
ル
（
｝
芦
の
口
β
　
日
p
o
《
一
〇
吋
）
男
爵
、
シ
ャ
ル
ル
・
ノ
デ
ィ
エ
（
9
巴
Φ
ω
窯
。
島
Φ
「
）
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
一
円
イ
ユ
ー
（
≧
9
。
霧
Φ
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

○
皇
・
一
一
一
Φ
舞
）
の
『
古
の
フ
ラ
ン
ス
、
ピ
ト
レ
ス
ク
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
紀
行
瓢
に
お
い
て
、
教
会
堂
は
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
尖

塔
は
高
貴
で
格
調
高
く
そ
び
え
立
ち
、
無
口
に
は
威
厳
が
あ
り
、
後
陣
は
華
美
で
荘
重
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
教
会
堂
は
＝
世
紀
の
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

美
し
い
大
聖
堂
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
大
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
」
、
と
。
こ
の
よ
う
な
高
い
評
価
は
、
一
九
世
紀
前
半
以
降
、
ロ
マ
ネ
ス
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

建
築
が
定
義
さ
れ
定
着
し
そ
の
価
値
を
称
え
る
言
説
が
登
場
し
始
め
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
と
記
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

物
の
栄
光
」
を
願
い
、
忘
れ
ら
れ
て
き
た
「
我
々
の
美
し
い
フ
ラ
ン
ス
の
財
産
」
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
『
ピ
ト
レ
ス
ク
・
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
紀
行
』
が
著
さ
れ
た
よ
う
に
、
国
内
に
存
在
す
る
価
値
あ
る
歴
史
的
記
念
物
を
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
を
国
民
に
あ
ま
ね
く
伝
え
る
と
い
う
第
三
共
和
政
の
大
衆
的
性
格
を
、
こ
の
書
が
す
で
に
持
っ
て
い
た
と
は
言
い

難
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
テ
ロ
ー
ル
男
爵
ら
の
試
み
は
、
歴
史
的
記
念
物
を
保
存
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
威
光
を
高
め
よ
う
と
す
る
七
月
王
政
の
方

針
と
軌
を
～
に
し
て
い
た
。

　
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
（
等
。
。
。
O
興
竃
σ
N
営
①
①
）
も
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
的
記
念
物
に
関
心
を
示
し
た
一
人
だ
っ
た
。
彼
は
「
国
の
遺
物

の
研
究
の
評
判
が
上
が
り
始
め
た
今
こ
そ
、
手
記
を
出
版
す
る
こ
と
は
、
私
が
見
た
場
所
を
こ
れ
か
ら
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

有
益
で
あ
る
と
考
え
た
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
彼
は
、
歴
史
的
記
念
物
金
曜
査
察
官
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
南
部
を
巡
回
し
た
際
に
書
き
留
め

た
多
く
の
報
告
書
を
ま
と
め
、
『
南
仏
紀
行
の
手
記
』
と
し
て
出
版
し
た
。
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
も
そ
の
中
で
触
れ
ら
れ
た
「
国
の
遺
物
」
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で
あ
り
「
我
々
の
歴
史
的
記
念
物
」
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
に
と
っ
て
も
、
教
会
堂
の
景
観
は
美
し
く
整
備
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
彼
は
、

聖
具
室
の
取
り
壊
し
工
事
が
延
期
さ
れ
て
か
ら
お
よ
そ
一
年
半
後
の
…
八
三
四
年
一
二
月
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
訪
れ
た
際
、
聖
継
室
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

教
会
堂
建
築
の
「
調
和
や
秩
序
が
損
ね
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
醸
し
だ
す
効
果
が
い
さ
さ
か
弱
ま
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
言
は
市
行
政
の
認
識
と
同
じ
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
状
況
の
改
善
を
直
接
促
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
市
が
行
動
を
取
る
契
機
は
、

お
よ
そ
一
年
後
、
ヴ
ィ
ト
リ
ら
が
一
八
三
六
年
一
月
に
書
い
た
報
告
書
に
よ
っ
て
訪
れ
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
聖
具
室
が
あ
る
た
め
に
雨
水
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

排
水
さ
れ
な
い
ま
ま
教
会
堂
に
と
ど
ま
っ
た
せ
い
で
、
北
側
の
乳
癌
な
ど
に
い
く
つ
も
の
亀
裂
が
入
っ
て
い
た
。
事
態
を
重
く
見
た
ジ
ョ
ゼ

フ
・
ア
ル
ヌ
ー
（
旨
O
o
り
Φ
O
げ
　
㌦
～
同
昌
O
償
図
）
市
長
は
、
一
八
三
三
年
時
と
違
っ
て
、
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
ま
で
直
接
赴
い
た
。
そ
し
て
、
教
会
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
深
刻
な
保
存
状
態
に
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
拝
具
室
の
取
り
壊
し
に
賛
成
す
る
よ
う
主
任
司
祭
を
説
得
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
案
件
は
教
会

財
産
管
理
委
員
会
の
審
議
に
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
委
員
会
は
、
大
司
教
の
承
認
を
得
た
う
え
で
、
取
り
壊
し
の
条
件
と
し
て
便
所
や
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
聖
細
粒
の
設
置
な
ど
を
市
に
要
求
し
、
市
長
は
要
求
を
飲
ん
だ
。
隔
離
工
事
は
地
元
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
と
妥
協
ま
で
し
て
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
市
に
と
っ
て
重
要
な
案
件
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一一

|
サ
ン
ー
ー
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
の
取
り
壊
し
を
め
ぐ
っ
て

　
新
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
広
場
の
設
置
へ
向
け
て
市
が
一
歩
前
進
し
た
こ
の
時
、
市
会
は
、
教
会
堂
の
周
囲
以
外
の
様
々
な
地
区
で
も
都
市
計
画

工
事
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
八
三
七
年
三
月
二
〇
日
の
審
議
で
、
市
会
は
前
述
し
た
一
八
〇
七
年
九
月
＝
ハ
日
法
に
基
づ
い
た
建
築
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
設
定
に
よ
っ
て
、
通
り
の
直
線
化
と
拡
張
、
広
場
の
拡
張
、
同
時
に
建
築
物
の
前
後
の
並
び
の
平
準
化
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
「
中
世
の

町
」
か
ら
の
脱
却
は
、
一
八
三
〇
年
代
に
お
い
て
も
い
ま
だ
不
完
全
だ
っ
た
か
ら
だ
。
「
通
り
は
狭
く
窮
屈
な
印
象
を
与
え
、
さ
ら
に
は
曲
が

り
く
ね
っ
て
い
て
気
分
は
良
く
な
い
。
ま
た
、
こ
の
上
も
な
い
ほ
ど
悪
い
舗
装
状
態
で
あ
る
。
多
く
の
場
所
で
通
り
は
曲
が
っ
て
い
る
た
め
、

空
気
は
い
さ
さ
か
も
体
に
良
い
も
の
で
な
く
、
激
し
い
暑
さ
の
せ
い
で
一
層
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
。
通
り
と
相
ま
っ
て
、
広
場
は
不
規
則
に
作
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⑳

ら
れ
て
い
る
」
。
こ
の
言
は
、
ロ
シ
ア
の
貴
族
で
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
一
八
二
〇
年
代
に
訪
れ
た
オ
ル
ロ
フ
（
○
ユ
。
龍
）
伯
爵
の
も
の
だ
が
、
市
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

政
は
、
都
市
開
発
の
推
進
に
よ
っ
て
、
町
の
外
部
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
悪
評
を
乗
り
越
え
、
町
に
や
っ
て
来
る
人
々
の
増
加
を
期
待
し
な
が
ら
、

衛
生
の
向
上
、
経
済
的
利
益
の
獲
得
、
美
観
の
創
造
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
連
の
都
市
改
造
計
画
は
、
「
建
築
線
に
関
す
る
全

体
計
画
」
と
し
て
一
八
四
〇
年
末
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
。
新
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
広
場
の
設
置
も
そ
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
徐
々
に
実
現
に
近

づ
く
中
、
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
南
西
側
に
存
在
し
た
旧
サ
ン
ー
ー
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
の
解
体
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
っ
た
。
ま
ず
、
以

下
で
そ
の
過
程
を
見
て
い
こ
う
。

　
「
建
築
線
に
関
す
る
全
体
計
画
」
に
つ
い
て
の
市
会
の
審
議
で
、
新
広
場
の
設
置
が
再
び
議
論
さ
れ
た
の
は
、
一
八
三
七
年
一
一
月
一
三
日

で
あ
る
。
こ
の
時
、
サ
ン
ロ
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
は
都
市
の
美
観
を
構
成
す
る
重
要
な
歴
史
的
記
念
物
だ
と
再
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
の
誇
り
」
で
あ
り
「
外
国
人
の
憧
れ
の
的
」
で
あ
る
、
と
。
し
か
も
、
教
会
堂
の
保
存
状
態
を
改
善
し
な
が
ら
そ
れ
を
新
広
場
の
設
置

に
よ
っ
て
一
層
美
し
く
見
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
「
芸
術
と
歴
史
的
記
念
物
に
対
し
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
祖
先
の
宗
教

門
筆
者
注
　
キ
リ
ス
ト
教
］
に
対
し
て
愛
着
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
人
に
認
め
て
も
ら
う
」
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
を
訪
れ
る
愛
好
家
だ
け
で
な
く
巡
礼
者
や
住
民
に
対
し
て
も
、
芸
術
と
宗
教
の
両
方
へ
の
愛
着
を
示
そ
う
と
す
る
市
の
意
図
が
表
れ
て

い
る
。

　
ま
た
同
審
議
で
は
、
新
広
場
の
形
も
再
検
討
さ
れ
た
。
楕
円
形
の
新
広
場
を
設
置
す
る
と
い
う
一
八
二
七
年
の
暫
定
的
決
定
の
実
行
に
対
し

慎
重
な
声
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
楕
円
の
形
の
た
め
曲
が
り
方
が
必
然
的
に
場
所
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
し
ま
い
、
と
く
に
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

堂
の
側
廊
に
面
す
る
部
分
は
、
側
廊
の
壁
が
直
線
な
の
で
、
目
に
快
く
映
ら
な
い
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
あ
る
」
か
ら
だ
っ
た
。
こ
の
欠
点
を

避
け
る
た
め
、
教
会
堂
側
廊
の
向
か
い
の
部
分
は
直
線
で
、
そ
れ
以
外
は
曲
線
で
囲
ま
れ
た
広
場
を
設
置
す
る
計
画
が
は
じ
め
て
提
案
さ
れ
た
。

目
的
は
、
以
前
の
計
画
と
同
様
、
教
会
堂
南
側
の
サ
ン
闘
セ
ル
ナ
ン
広
場
と
西
側
の
サ
ン
目
レ
イ
モ
ン
広
場
を
つ
な
げ
、
「
サ
ン
閥
セ
ル
ナ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

教
会
堂
を
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
よ
う
に
」
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
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・・一一 辮｢紀前半のフランス地方都市における歴史的記念物の保存と都市計画（中山）

　
他
方
、
こ
の
時
想
定
さ
れ
て
い
た
計
画
は
、
掴
サ
ン
ー
ー
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
と
付
属
建
造
物
の
取
り
壊
し
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

際
、
市
は
一
八
三
六
年
に
六
七
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
旧
寄
宿
学
校
を
取
得
し
、
取
り
壊
し
の
準
備
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
建
造
物
の
前
身
は
、
＝
世
紀
後
半
に
建
て
ら
れ
た
施
療
院
で
あ
る
。
一
二
世
紀
初
頭
に
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
建
造
工
事
の
監

督
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
レ
イ
モ
ン
・
ゲ
ラ
ー
ル
（
知
磐
鑓
。
巳
O
曽
冨
乙
）
が
施
療
院
の
管
理
を
担
当
し
た
。
貧
者
に
対
す
る
慈
善
的
な
働
き
ぶ
り

に
よ
っ
て
、
彼
に
は
死
後
、
畏
敬
の
念
が
払
わ
れ
た
。
彼
の
名
が
「
サ
ン
」
（
聖
）
と
い
う
語
つ
き
で
建
造
物
に
冠
さ
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で

あ
る
。
以
後
、
建
物
は
、
＝
二
世
紀
初
め
の
大
学
の
開
設
に
伴
っ
て
貧
し
い
学
生
の
た
め
の
寄
宿
学
校
に
用
い
ら
れ
、
遅
く
と
も
「
六
世
紀
初

め
ま
で
に
改
築
が
行
わ
れ
た
。
費
用
の
一
部
分
は
、
一
五
〇
九
年
か
ら
一
五
二
五
年
ま
で
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
高
等
法
院
初
代
院
長
だ
っ
た
ピ
エ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ル
・
ド
ー
ー
サ
ン
ー
ー
タ
ン
ド
レ
（
藩
論
お
α
Φ
ω
臥
簿
出
巳
邑
が
負
担
し
た
と
卜
わ
れ
て
い
る
。
寄
宿
学
校
は
地
元
の
歴
史
的
人
物
が
愛
し
た
建
造

物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
中
世
末
期
を
想
起
さ
せ
る
こ
の
歴
史
的
記
念
物
は
、
サ
ン
匹
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
と
は
対
照
的
に
、
一
九
世
紀

前
半
に
地
元
で
出
版
さ
れ
た
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
八
五
六
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
旧
寄
宿
学
校
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
記
述
が
な
さ
れ
る
が
、
「
外
か
ら
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
や
っ
て
来
た
人
も
認
め
る
よ
う
に
、
外
観
の
素
晴
ら
し
い
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
」

と
非
常
に
辛
辣
な
描
写
だ
っ
た
。
そ
の
景
観
は
観
光
客
を
魅
了
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
を
考
慮
す
る
と
、
市
会
や

地
元
の
建
築
家
に
と
っ
て
は
、
寄
宿
学
校
を
保
存
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
犠
牲
に
し
て
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
と
広
場
の
形
を
調
和
さ
せ
な

が
ら
、
教
会
堂
の
美
し
さ
を
引
き
立
て
る
景
観
を
作
り
出
す
方
が
重
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
市
の
方
針
は
中
央
政
府
や
地
元
の
愛
好
家
か
ら
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
｝
八
四
一
年
九
月
一
九
日
、
市
民
建
造
物

審
議
会
は
、
「
サ
ン
阯
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
は
芸
術
的
観
点
か
ら
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
建
造
物
を
取
り
壊
す
計
画
に
対
し
て
、
市
会

　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
注
意
を
促
し
た
い
」
と
述
べ
た
。
同
日
に
は
タ
ヌ
ギ
ー
・
デ
ュ
シ
ャ
テ
ル
（
↓
磐
津
讐
《
U
9
託
け
巴
内
務
相
も
、
「
全
体
計
画
」
に
基
づ
い

て
予
定
さ
れ
る
工
事
が
、
旧
サ
ン
聾
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
を
含
む
す
べ
て
の
歴
史
的
記
念
物
の
う
ち
、
何
に
被
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
か
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内
務
省
内
に
設
け
ら
れ
、
歴
史
的
・
芸
術
的
価
値
が
高
い
と
み
な
さ
れ
る
記
念
物
を
指
定
し
、

配
分
等
を
決
定
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
る
。
教
会
堂
の
景
観
と
旧
寄
宿
学
校
の
保
存
の
両
方
に
配
慮
し
た
考
古
学
協
会
の
意
見
は
、

年
四
月
一
八
日
に
こ
の
委
員
会
の
審
議
に
か
け
ら
れ
た
。

（
閏
W
β
印
q
①
］
P
Φ
　
＜
一
〇
一
一
①
け
占
①
一
［
）
＝
O
）
が
サ
ン
“
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
を

が
必
要
不
可
欠
な
建
造
物
を
評
価
」
し
た
う
え
で
工
事
計
画
の
見
積
書
な
ど
を
提
出
す
る
決
定
を
下
し
た
。

ば
、
補
助
金
を
交
付
し
て
工
事
に
着
手
す
る
方
針
を
承
認
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
一
八
四
六
年
一
二
月
末
に
、
ヴ
ィ
オ
レ
ー
ー
ル
ー
ー
デ
ュ
ク
は
新
広
場
の
図
案
（
図
二
）
を
書
き
デ
ュ
シ
ャ
テ
ル
内
務
相
に
提
出
し

た
。
翌
年
の
歴
史
的
記
念
物
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
は
、
「
形
の
整
っ
た
広
場
を
教
会
堂
の
周
り
に
作
ろ
う
と
し
て
非
常
に
重
要
な
建
造
物

　
　
　
確
か
め
る
よ
う
、
前
述
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
ー
ー
メ
ー
ジ
ュ
に
依
頼
し

　
　
　
⑮

　
　
　
た
。
こ
れ
に
対
す
る
デ
ュ
軽
メ
ー
ジ
ュ
の
直
接
的
な
返
事
は
管
見
の
限
り
存

　
　
　
在
し
な
い
が
、
一
八
四
四
年
五
月
一
五
日
、
彼
の
所
属
す
る
フ
ラ
ン
ス
南
部

　
　
　
考
古
学
協
会
は
市
会
の
決
定
に
対
し
て
異
を
唱
え
た
。
も
っ
と
も
そ
の
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

二
　
　
は
、
旧
寄
宿
学
校
に
「
付
設
さ
れ
て
い
る
小
さ
な
教
会
堂
」
な
ら
ば
取
り
壊

図　
　
　
し
を
許
容
す
る
現
実
的
な
も
の
だ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
考
古
学
協
会
も

　
　
　
ま
た
、
工
事
に
よ
っ
て
「
サ
ン
H
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
は
完
全
に
隔
離
さ
れ
、

　
　
　
（
…
）
町
で
最
も
大
き
な
広
場
の
真
ん
中
に
屹
立
す
る
教
会
堂
の
見
栄
え
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
　
素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
る
」
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
以
後
、
隔
離
工
事
の
方
向
性
を
検
討
し
た
の
は
、
歴
史
的
記
念
物
委
員
会

　
　
　
（
賦
O
o
日
巳
の
匹
8
q
①
ω
ヨ
。
巨
ヨ
Φ
巨
ω
ぼ
ω
8
ユ
ρ
器
ω
）
で
あ
る
。
一
八
三
七
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
修
復
や
保
存
の
方
針
、
工
事
に
充
て
る
予
算
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
五

そ
こ
で
委
員
会
は
、
建
築
家
で
委
員
の
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ヴ
ィ
オ
レ
ー
ー
ル
日
デ
ュ
ク

　
「
徹
底
的
に
研
究
」
し
、
「
教
会
堂
に
隣
接
し
、
そ
の
保
存
（
…
）
の
た
め
に
撤
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
書
類
に
問
題
が
な
け
れ

　
⑲

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
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一九世紀前半のフランス地方都市における歴史的記念物の保存と都市計画（中山）

を
犠
牲
に
す
る
の
は
残
念
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
旧
サ
ン
鮭
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
を
保
存
す
る
と
い
う
、
考
古
学
協
会
岡
様
の
見
解
が
表
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
保
存
が
フ
ラ
ン
ス
に
「
中
世
の
非
宗
教
建
造
物
が
ほ
と
ん
ど
な
い
」
ゆ
え
に
推
奨
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
理
由
付
け
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
ー
ー
メ
！
ジ
ュ
は
歴
史
的
記
念
物
委
員
会
と
同
じ
観
点
か
ら
旧
寄
宿
学

校
の
保
存
を
正
当
化
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
地
元
の
歴
史
に
と
っ
て
重
要
な
旧
寄
宿
学
校
の
名
の
由
来
と
サ
ン
ロ
レ
イ
モ
ン
と
い

う
歴
史
的
人
物
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
の
建
造
物
が
「
非
常
に
優
美
で
趣
が
あ
り
、
一
五
世
紀
末
頃
に
建
て
ら
れ
た
封
建
時
代
の
素
晴
ら
し
い
館

の
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
な
ぞ
る
」
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
全
体
を
見
て
希
少
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
に
言
及
す

る
こ
と
は
彼
の
関
心
外
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
協
会
と
委
員
会
の
見
解
を
踏
ま
え
、
旧
寄
宿
学
校
の
保
存
は
、
よ
う
や
く
正
式
に
新
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
広
場
設
置
の
前
提
と
な
っ
た
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
、
一
八
三
三
年
七
月
七
日
法
、
一
八
四
一
年
五
月
三
日
置
に
基
づ
き
、
一
八
四
七
年
目
収
用
が
開
始
さ
れ
、
一
八
五
二
年
に
は
サ
ン
聾
セ
ル

ナ
ン
教
会
堂
の
隔
離
が
終
了
し
た
。
広
場
は
ヴ
ィ
オ
レ
疑
ル
“
デ
ュ
ク
の
図
案
に
基
づ
き
、
彼
の
指
揮
の
も
と
完
成
す
る
こ
と
と
な
る
。
愛
好

家
と
中
央
政
府
の
連
携
に
よ
っ
て
、
旧
サ
ン
ー
ー
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
の
取
り
壊
し
は
無
事
に
圓
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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仁
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⑳
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ン
デ
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ン
グ
ド
ッ
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フ
ラ
ン
ス
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九
地
方
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歴
史
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歴
史
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記
念
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関
す
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紀
行
文
集
で
あ
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八
二
〇
年
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八
七
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半
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紀
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⑭
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］
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○
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〇
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．
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報
告
書
は
、
「
サ
ン
日
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
完
成
と
隔
離
」
、
「
教
会

　
堂
の
正
念
入
口
左
側
の
フ
ァ
サ
ー
ド
の
壁
の
完
成
」
、
「
サ
ン
魏
セ
ル
ナ
ン
の
墓
に

　
か
か
る
丸
天
井
部
分
の
フ
レ
ス
コ
画
の
修
復
」
、
「
教
会
堂
後
陣
の
修
復
と
完
成
」

　
と
い
う
四
部
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成
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れ
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い
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稿
に
関
係
す
る
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第
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部
の
み
で
あ
る
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⑱
　
こ
の
時
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ラ
ン
ス
南
部
考
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協
会
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介
入
に
踏
み
切
っ
た
の
は
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サ
ン

　
日
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
状
態
の
悪
化
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し
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い
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か
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る
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協
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デ
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。
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。
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湿
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る
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会
堂
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北
側
に
隣
接
す
る
庭
園
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取
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が
不
可
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あ
る
と
主
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⑭
　
旧
サ
ン
ー
ー
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
は
、
一
八
九
二
年
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
、
美

　
術
館
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
一
九
世
紀
前
半
の
都
市
計
颪
は
、
衛
生
の
改
善
や
交
通
、
流
通
の
促
進
だ
け
で
な
く
、
町
の
美
観
を
創
造
す
る
と

い
う
目
的
を
内
包
す
る
も
の
だ
っ
た
。
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
隔
離
工
事
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
市
は
工
事
を
実
行
に
移
す
過
程
で
、

教
会
堂
よ
り
も
見
栄
え
が
劣
る
と
し
て
旧
サ
ン
ー
ー
レ
イ
モ
ン
寄
宿
学
校
の
解
体
を
予
定
し
た
た
め
、
中
央
政
府
の
直
接
的
な
介
入
を
招
い
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
町
の
発
展
を
目
指
し
て
歴
史
的
記
念
物
を
安
易
に
取
り
壊
そ
う
と
す
る
地
方
と
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
国
の
遺
物
の
保
存
を

主
張
す
る
中
央
政
府
と
い
う
二
項
対
立
構
図
は
、
復
古
王
政
期
と
七
月
王
政
期
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
妥
当
な
わ
け
で
は
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
に
す
で
に
構
想
さ
れ
て
い
た
、
サ
ン
ー
ー
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂
の
隔
離
の
実
現
は
、
市
が
保
存
状
態
の
悪
化
を
看
過
せ
ず
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
取
っ
て
計
画
の
策
定
に
着
手
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
予
算
不
足
と
い
う
問
題
が
付
き
ま
と
つ
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た
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
理
由
等
で
聖
髄
室
の
取
り
壊
し
に
賛
意
を
示
さ
ず
教
会
堂
の
保
存
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
地
元
の
教
会
勢
力
や
近
隣

建
造
物
の
所
有
者
と
市
の
間
で
は
対
立
が
生
じ
た
。
工
事
を
進
め
る
過
程
で
こ
の
よ
う
な
様
々
な
困
難
が
露
わ
に
な
り
、
教
会
堂
が
完
全
に
隔

離
さ
れ
る
の
に
数
十
年
を
要
し
た
。
そ
れ
で
も
、
愛
好
家
は
も
ち
ろ
ん
、
市
も
、
こ
の
歴
史
的
記
念
物
を
保
存
す
る
こ
と
で
、
「
パ
ラ
ス
の
都

市
」
と
し
て
の
歴
史
的
記
憶
を
喚
起
さ
せ
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
美
し
い
景
観
を
創
造
し
よ
う
と
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
い
て
、

地
方
の
文
化
的
特
殊
性
や
そ
の
価
値
は
外
部
の
人
間
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
の
そ
の
担

い
手
は
、
む
し
ろ
、
歴
史
的
記
念
物
の
保
存
を
通
じ
て
過
去
の
ロ
ー
カ
ル
の
記
憶
を
再
び
明
る
み
に
出
そ
う
と
し
て
い
た
地
元
の
人
々
だ
っ
た
。

　
隔
離
工
事
の
過
程
で
地
元
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
、
記
念
物
の
歴
史
的
価
値
が
、
中
央
政
府
の
認
め
た
そ
れ
と
必
ず
し
も
重
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
中
央
は
、
地
方
の
特
色
を
高
く
は
評
価
せ
ず
と
も
否
定
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
央
が
記
念
物
を

保
存
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
れ
が
町
の
栄
光
の
象
徴
だ
か
ら
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
重
要
な
歴
史
的
価
値
あ
る
い
は
美
術
的
価
値

を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
検
討
し
た
都
市
計
画
の
策
定
と
実
行
の
過
程
か
ら
、
中
央
と
地
方
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
あ

る
い
は
強
調
点
の
差
異
の
存
在
が
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
史
砥
究
の
成
果
を
考
慮
す
れ
ば
、
復
古
王
政
期
と
七
月
王
政
期
に
お

け
る
、
以
上
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
性
は
、
世
紀
後
半
の
そ
れ
に
通
慶
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
後
半
期
に
お
い
て
も
地
方
エ
リ
ー
ト
は
中
央
と

違
っ
て
ロ
ー
カ
ル
の
特
性
を
称
揚
し
た
し
、
地
方
に
よ
る
こ
う
い
つ
た
評
価
は
中
央
に
容
認
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
と
先

行
研
究
を
総
合
す
れ
ば
、
復
古
王
政
期
か
ら
す
で
に
中
央
と
地
方
に
あ
る
種
の
役
翻
分
担
が
存
在
し
、
こ
の
時
代
以
来
、
地
方
の
特
色
に
対
す

る
両
者
の
意
識
に
は
連
続
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
た
だ
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
「
小
さ
な
祖
国
」
へ
の
愛
着
は
、
「
大
き
な
祖
国
」
へ
の
愛
着
の
媒
介
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
ロ
ー
カ
ル
は
ナ
シ

ョ
ナ
ル
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
愛
好
家
は
、
自
分
た
ち
の
言
動
が
国
民
の
歴
史
の
解
明

や
国
民
意
識
の
洒
養
に
貢
献
す
る
と
強
調
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
大
き
な
祖
国
」
へ
の
帰
属
や
中
央
集
権
性

に
基
づ
く
保
存
制
度
を
否
定
す
る
意
図
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
都
市
計
画
の
実
行
過
程
で
露
わ
に
な
る
地
元
の
愛
好
家
像
は
、
シ
ャ
ネ
、
テ
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イ
エ
ス
、
ジ
ェ
ル
ソ
ン
が
提
示
し
た
そ
れ
と
も
、
地
域
主
義
者
の
そ
れ
と
も
一
線
を
画
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
愛
好
家
の
姿

勢
や
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
が
、
一
九
世
紀
前
半
の
他
の
地
方
都
市
で
も
同
様
に
見
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
今
後
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
）
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＜＜　Conservation　des　monuments　historiques　et　urbanisme　dans　une

　　　ville　provinciale　pendant　la　premiere　moiti6　du　XIXe　siecle：

　　　　rapports　entre　le　pouvoir　central　et　les　acteurs　locaux　au

　　　　　　　　　　　　　　　　sujet　de　la　m6moire　historique　＞＞

par

NAKAYAMA　Shun

　　No羅s　devons　nous　interroger　sur　la　fagon　dont，　sous　la　Restaurat圭on　et　Ia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
Monarchie　de　Juillet，1’Etat　ceRtral　et　les　provinces　s’occup6rent　de　la

conservation　des　objets　d’art　et　des　al｝ciens　6difices　religieux　ou　civils．　Les

historiens，　en　effe匙，　ont　tendaRce　a　penser　que　de　Dombreux　monuments

historiques　furent　d6molis註璽a　su童te　des　grands　travaux　de　r6novat童on

urbaine　entrepris　dans　la　premi色re　moiti6　du　XIXe　sibcle：les　provinciaux，

Surtout　Ies　cO里豆eC毛ivit6S　IOca正eS，　aUraient　eU　priOr呈tairement　en　v慧e至a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
modernisation　de　leurs　villes，　et　c’est　rEtat　qui　aurai之pris　l’lnitiatlve　de

prot6ger　les　monuments　historiques　au　nom　de　la　nation．　Or，　certalns

chercheurs　soulignent　de　leur　cδt6　que　les　amateurs　provinciaux
s’奄高嵩､iqu6rent　fortement　dans王a　conservation　du　patr量mo圭ne．　Leur　but　fu毛一il

alors　（le　mettre　eR　valeur　et　（圭e　r60rganiser　un　pass6　10cal　avec　raide　de
　ノ
1’Etat　et　des　autorit6s　locales？Ou　leur　action　contribua－t－el豆e　dans　la　p6riode

de　l814農1848，　comme　dans　la　seconde　moiti6　du　XIXe　si6cle，　a　cr6er　au　sein

des　prov圭nces　une　co難science　nationale　franCaise，　a　y　d6ve歪oPPer　u薮

attachement　a　Ia《grande　patrie》no羅rri　par　un　sent圭mellt　d’appartenance註

la《pe之ite　patrie》？Nous　r6f16chirons　a　ces　questions　en　prenant　le　cas　de

Toulouse，　la　p至us　grande　vi墨ie　du　Sud－Ouest　de壼a　France．　Nous　6撫dierons

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
P玉us　particuli6rement　les　oPPosit至ons　entre　l’Etat　et正e　pouvoir歪oca重au　cours

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ
du　processus　d’ach6vement　des　travaux　d’urbanisme，　Ies　rapports　que　I’Etat

et　la　municipalit60nt　entretenus　au　sujet　de　Ia　memoire　historique．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　Depu童s　l’6poque　r6volutionnaire，　o亡rEtat　avait　confisqu6藍es　b量ens　du　roi，
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ

des　6migr6s　et　de　l’Eglise，　rEtat　et　certains　amateurs　avaient　pris　conscience

de　I’importance　de　la　conservation　des　monuments　historiques．　Par　la　suite，

董emillistre　de　r　Int6rieur　FranCois　Guizot　institua　une　administration

patrimoRiale　en　cr6ant　le　poste　d’inspecteur　96n6ral　des　monuments
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historiqttes　en　l830．　Pour豆ui，　le　pa頴moine　fburnissait　Ia　preuve　que　Ia

France　6tait　un　pays　privi16gi6　et　g互orieux．　En　revanche，　les　6rudits

toulousalns，　tel　Alexandre　Du　M6ge，　un　des　fondateurs　de　la　Soci6t6

arch6010gique　du　Mldi　de　la　France（1831），　soullgnbrent　que　les　monuments

historiques　de　Toulouse　illustraient　p璽utδt　la　gloire　de　la　v量lle，　apPe16e　jadis，

et　encore　a　cette　6poque，《cit6　pa蕪adienne》．

　　Par　aille級rs，　les　Toulousains　mirent　surtout　1’accent　sur　la　r6alisation　de

travaux　d’urbanisme，　Pour　eux，　il　fal正ait　se　d6senclaver　de　la　《v圭He

m6di6vale》en　utilisant　plusieurs　moyens：destr級ction　des　remparts，

61argissement　et　alignement　des　rues，　perc6es　de　grands　axes　et　de　vastes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
places，　etc．　Ces　mesures，　soutenues　par　l’Etat，　devaient　6tre　prises　pour

d6velopper　I’6conomie，　favoriser　1’accroissement　de　la　population　et

contribuer　a　la　renomm6e　de　la　ville．　En　consid6rant　que’Toulouse色tait　la

《secorlde　ville》　de　France，　un　architecte　du　XVIIIe　si色。至e，　Louis　de

Mondran，　avait　pr6c6demme飢conCu　un　plan　ambi之ieux　d’urbanisme．　Le

pr（）jet　Mondran　comprenait　d6ja　l’isolement　de　1’6glise　Saint－Semin，　v6姪r6e

depuis　toulours　notamment　par　les　comtes　de　Toulouse　ou　les　capitouls．　Il

s’≠№撃唐唐≠奄煤@de　d色gager　une　grande　aire　autour　du　monument　sa難s　qu’aucun

autre　batiment　ne　le　c6toie　plus．　D’apr6s　Mondran，　ce　d6gagement

redonnerait　un　bel　aspect　a　I’6difice　et　a宅tirerait　ains圭des　touristes　de　plus

en　plus　nombreux．

　　Sous　Ia　Restauration，　To登lo犠se　reprit　cette　i（i6e．　Les　architectes　de　la　v量正le，

Jacq穫es－Pascal　Virebent　notamment，　ayant　avis61es　autorit6s　municipales

que　r6tat　de圭’6glise　se　d6gradait　de　jour　en　jour，　celles－ci　d6c圭d6rent　d’isoler

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
豆abasilique　en　cr6ant　une《nouve至le　place　Saint－Sernin》，　travaux　que　1’Etat

autor三sa　en　l827．1）ourtant，　ceux－c三　n’avancξ｝rent　gu6re　au　d6but　de　里a

Monarchie　de　Juillet　par　manque　de　budget　et註cause　de｝a　r6sis亡ance　des

autorites　religieuses　locales　qui　d6tenaient　certains　batiments　comme　la

sacrist呈e．　En　1837，　le　Conseil　munlcipal　proc6da　a　r61aboration　d’un《plan

g6n奄ral　d’alignement　de　Ia　ville》，　planifiant　entre　autres　la　d6molltion　de

l’ancien　col16ge　Salnt－Raymond．　Mals　cette　d6cision　se　heurta　a　la　double

oppos圭tion（ie　1’Etat　et　de　la　Soci6t6　arch6010gique．　Cette　dern圭6re　arguait　que

le　co｝16ge　gardait　la　m6moire　de　grands　personnages　du　pass6　de　la　cit6，

tandiS　qUe　le　gOuvernement　inSiStait　SUr星e　Caract6re　unique　en］FranCe　de　Ce
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノgenre　de　b袋timent　m6di6val．　Quels　que　soient　Ieurs　motifs，1Etat　et　la　soci6t6

savante　emp6ch6rent　conjointement　les　autorit6s　municipa圭es　de　proc6der　a

la　destruction　de　r6difice，　Les　travaux　s’achev6rent　en　1852．

　　En　conclusion，　on　pe輩t　avancer　que　rurbanisme　to羅lousain　de　la　premi合re
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moiti6　du　XIXe　si6cle　cherchait　6ga至ement　a呈nstaurer　un　beau　paysage

urbain　par　le　truchement　de　la　co鍛servation　de　monuments　historiques

c61さbres，　contribuant　par　la　m6me　2　glorifier　la　m6moire　de　Ia《cit6

palladienne》．　C’est　ce　que　moRtre　parfaitement　le　d6gagement　de　I’色gllse

Saint－Sernin．　Mais　on　vo童t　aussi　qu’il　y　avait，　au－dela　de　leur　accord　pour　la

pr6servation　du　coll色ge　Saint　Raymond，囎e　divergence　de　point　de　vue
　　　　　　ノ
entre　rEtat　et　les　amateurs　provinciaux．　Dans　la　premi6re　moit16　du　XIXe

si6cle，　ces　derniers　accord6rent　molns　d’importance　a　l’id6e　d’une《grande

patrie》　et　a　至a　construction　d’une　histoire　nationa星e　que　ne　le　firent　豆es

6rudits　da簸s　la　seconde　moit16　du　siさcle．

The　lntellectual　“Stagnation”　of　Soviet　Studies　in　the　United　States

during　the　Early　Cold－War　Era：　A　Study　on　the　Refugee　lnterview

　　Project　of　the　Russian　Research　Center　at　Rarvard　University

By

FUJ1OKA　Masaki

　　This　artic｝e　elucidates　the　historical　processes　behiRd　the　Refugee

Interview　Project　（RIP）　conducted　by　those　iRvoived　in　Soviet　Studies　at

Harvard　University　while　focusiRg　on　the　human　relationships　between

those　at　Harvard　University　and　U．　S．　Mi｝itary，　especially　U．　S．　Air　Force．

The　aim　of　this　stttdy　is　to　clarify　the　fact　that　tkis　close　network　certainly

helped　to　start　the　RIP，　but　that　this　relationship　also　led　to　iRtellectual

stagnation　aRd　final｝y　worked　to　bring　the　RIP　to　a　close．

　　Harvard　University’s　RussiaR　Research　Center　（HURRC）　conducted　the

RIP　in　collaboration　with　the　U．　S．　Air　Force　affiliated　Human　Resources

Research　lnstitute　（HRRI）　duriRg　the　period　from　1950　through　1954．　The

ultimate　aim　of　the　RIP　was　to　acquire　information　on　the　Soviet　Union　in

order　to　determine　which　Soviet　cities　were　to　be　bombed　in　case　war　broke

out，

　　The　hurnan　networks　betweeB　Harvard　scholars　and　U．　S．　military

persoRnel　had　already　been　constructed　in　late　1940s：　before　the　RIP　was

begun．　Clyde　Kluckhohn，　a　professor　iR　anthropology　and　the　director　of　the

HURRC，　had　worked　for　the　Defense　Department　as　a　consultaRt．　And　Air
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