
書

評

服
部
春
彦
著

﹃
文
化
財
の
併
合

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
﹄

中

山

俊

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
百
日
天
下
終
焉
か
ら
二
〇
〇
年
後
の
二
〇
一
五
年
︑
フ
ラ

ン
ス
各
地
で
は
記
念
行
事
が
行
わ
れ
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
関
連
の
新
刊
書
籍
が
幾

つ
も
出
版
さ
れ
た①
︒
日
本
で
も
︑
こ
の
流
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
︑
大

変
興
味
深
い
研
究
書
が
上
梓
さ
れ
た
︒

著
者
は
︑
﹃
フ
ラ
ン
ス
産
業
革
命
論
﹄
︵
未
来
社
︑
一
九
六
八
年
︶
︑
﹃
フ
ラ

ン
ス
近
代
貿
易
の
生
成
と
展
開
﹄
︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
一
九
九
二
年
︶
︑

﹃
経
済
史
上
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
﹄
︵
多
賀
出
版
︑
二
〇

〇
九
年
︶
な
ど
の
書
で
知
ら
れ
る
︑
服
部
春
彦
氏
で
あ
る
︒
日
本
の
フ
ラ
ン

ス
近
代
経
済
史
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
泰
山
北
斗
は
︑
驚
く
べ
き
こ
と
に
︑

文
化
史
へ
と
研
究
領
域
を
拡
大
し
た
︒
し
か
も
本
書
は
︑
前
著
同
様
に
緻
密

で
︑
そ
れ
で
い
て
明
快
な
分
析
に
満
ち
て
い
る
の
だ
が
︑
ま
ず
は
目
次
を
紹

介
し
よ
う
︒

序
章

研
究
史
の
概
観
と
課
題
の
設
定

第
Ⅰ
部

文
化
財
併
合
の
展
開
過
程

第
一
章

戦
争
と
文
化
財
併
合
の
開
始

ベ
ル
ギ
ー
・
ラ
イ
ン
地
方
・

オ
ラ
ン
ダ
︵
一
七
九
四

九
五
年
︶

第
二
章

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
文
化
財
の
収
奪
︵
一
七
九
六

一
八
〇
三

年
︶

第
三
章

ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
・
ド
ノ
ン
の
登
場
と
収
奪
の
新
た
な
波
︵
一
八
〇

六

一
三
年
︶

ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ス
ペ
イ
ン
・

イ
タ
リ
ア

第
Ⅱ
部

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
収
奪
美
術
品
の
利
用

第
四
章

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
創
設

第
五
章

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
と
収
奪
美
術
品
の
利
用
︵
一
︶

総
裁
政
府

～
執
政
政
府
期

第
六
章

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
と
収
奪
美
術
品
の
利
用
︵
二
︶

第
一
帝
政

期

終
章

ナ
ポ
レ
オ
ン
失
脚
後
の
美
術
品
の
返
還

総
括著

者
は
︑
本
書
を
始
め
る
に
あ
た
り
︑
文
化
財
を
﹁
様
々
な
美
術
品
︵
あ

る
い
は
美
術
工
芸
品
︶
と
︑
書
籍
︑
写
本
か
ら
化
石
︑
鉱
物
な
ど
の
自
然
史

の
標
本
や
生
き
た
動
植
物
の
見
本
を
も
含
む
学
術
資
料
﹂
︵
本
書
︑
三
頁
︒

本
書
の
引
用
に
つ
い
て
は
︑
以
下
︑
頁
数
の
み
を
記
す
︶
と
し
て
い
る
︒
非

常
に
正
確
な
定
義
で
あ
る
︒
文
化
財
は
︑
当
時
﹁
美
術
・
学
術
品
﹂
︵
o
b
-

jets
d
es
arts
et
d
es
scien
ces︶
や
﹁
美
術
・
学
術
の
記
念
物
﹂
︵
m
on
u
-

m
en
ts
d
es
arts
et
d
es
scien
ces︶
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒

著
者
は
こ
れ
ら
の
文
化
財
の
﹁
併
合
﹂
︑
す
な
わ
ち
収
奪
・
押
収
行
為
を

五
つ
に
大
別
し
て
い
る
︒
第
一
の
収
奪
は
︑
一
七
九
四

九
五
年
に
ベ
ル

書 評
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ギ
ー
︑
ラ
イ
ン
川
左
岸
地
方
︑
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
で
な
さ
れ
た
︒
第
二
は
︑

一
七
九
六

九
七
年
に
イ
タ
リ
ア
各
地
で
行
わ
れ
た
押
収
で
あ
る
︒
第
三
の

収
奪
は
︑
一
七
九
八

一
八
〇
三
年
に
イ
タ
リ
ア
及
び
ド
イ
ツ
で
実
行
さ
れ
︑

第
四
の
も
の
と
し
て
︑
一
七
九
八

一
八
〇
一
年
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
時
に
お

い
て
な
さ
れ
た
押
収
が
あ
る
︒
最
後
は
︑
一
八
〇
六

一
一
年
に
ド
イ
ツ
︑

ス
ペ
イ
ン
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑
そ
し
て
再
度
イ
タ
リ
ア
で
な
さ
れ
た
収
奪
で

あ
る
︒
本
書
で
は
︑
第
四
を
除
く
︑
政
府
の
統
制
下
で
行
わ
れ
た
全
て
の

﹁
併
合
﹂
が
考
察
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に
論
考
が
出
版
さ
れ
て
い

る
︒
ま
ず
︑
一
八
九
〇
年
代
の
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ミ
ュ
ン
ツ
の
諸
論
文
が
あ
る②
︒

彼
に
よ
れ
ば
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
外
交
協
定
に
基
づ
い
て
行
っ
た
美
術
品
の
収

奪
は
︑
﹁
公
正
さ
で
は
な
い
と
し
て
も
︑
少
な
く
と
も
合
法
性
の
見
地
か
ら

は
﹂
︵
七
頁
︶
問
題
な
い
と
い
う
︒
そ
の
上
︑
彼
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
敗
戦
時
︑

﹁
同
盟
諸
国
は
外
交
的
手
段
に
よ
っ
て
美
術
品
を
要
求
す
る
代
わ
り
に
︑
力

ず
く
で
そ
れ
を
奪
還
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
に
寄
り
添

っ
た
﹁
愛
国
的
な
﹂
︵
以
上
︑
八
頁
︶
考
え
が
披
歴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
九
〇
二
年
の
シ
ャ
ル
ル
・
ソ
ー
ニ
エ
の
研
究③
に
お
い
て
も
︑
同
様
の
立
場

が
確
認
さ
れ
る
︒

著
者
は
︑
美
術
品
の
収
奪
を
一
部
に
取
り
扱
っ
た
通
史
的
論
考
に
対
し
て

も
︑
問
題
点
を
挙
げ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
美
術
品
等
の
引
き
渡
し
が
﹁
自
由
に

論
議
さ
れ
た
﹂
︵
一
七
頁
︶
休
戦
協
定
や
講
和
条
約
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
た
指
摘
で
あ
る④
︒
著
者
は
︑
こ
れ
ら
の
公
式
の
取
り
決
め
が
﹁
自
由
に

論
議
さ
れ
た
﹂
も
の
で
は
な
い
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
フ
ラ

ン
ス
に
よ
る
押
収
が
無
批
判
に
是
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
や⑤
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

生
ま
れ
た
傑
作
の
多
く
が
パ
リ
に
集
め
ら
れ
た
と
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
問
題

視
さ
れ
て
い
る⑥
︒

著
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
異
議
を
念
頭
に
置
き
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
文
化
政
策

を
貫
く
﹁
フ
ラ
ン
ス
第
一
主
義
﹂
︵
一
九
頁
︶
が
﹁
文
化
財
の
併
合
﹂
の
中

に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
示
そ
う
と
し
た
︒
そ
の
た
め
に
な
す

べ
き
課
題
は
︑
第
一
に
︑
﹁
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
る
文
化
財
の
押
収
が
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
︑
押
収
の
現
場
に
で
き
る
限
り
密
着
し
て
具
体
的
に

示
す
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
﹁
押
収
さ
れ
た
文
化
財
が
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
か
を
︑
で
き
る
限
り
正
確
に
把
握
す
る
こ

と
﹂
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
﹁
フ
ラ
ン
ス
人
が
ど
の
よ
う
な
論
拠
︵
a
r
g
u
-

m
e
n
t︶
に
よ
っ
て
諸
外
国
の
文
化
財
の
収
奪
︑
併
合
を
正
当
化
し
よ
う
と

し
た
の
か
を
︑
多
面
的
に
検
討
す
る
こ
と
﹂
︵
以
上
︑
二
一
頁
︶
で
あ
る
︒

第
一
の
課
題
は
第
一
部
に
︑
第
二
の
課
題
は
第
二
部
に
当
て
ら
れ
︑
第
三
の

課
題
は
本
書
全
体
の
基
層
を
成
し
て
い
る
︒
極
め
て
簡
潔
な
構
成
で
あ
る
︒

以
下
︑
要
点
を
押
さ
え
つ
つ
︑
各
章
の
内
容
を
概
観
し
て
い
こ
う
︒

第
一
章
で
は
︑
ベ
ル
ギ
ー
︑
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
で
の
初
期
の
文
化
財
押
収
の

状
況
が
分
析
さ
れ
て
い
る
︒
公
式
に
押
収
が
実
施
さ
れ
た
の
は
︑
ベ
ル
ギ
ー

で
は
一
七
九
四
年
九
月
以
降
︑
オ
ラ
ン
ダ
で
は
一
七
九
五
年
一
月
以
降
で
あ

る
︒
そ
の
中
身
は
︑
合
計
約
四
〇
〇
点
の
絵
画
と
膨
大
な
量
の
自
然
史
関
係

の
標
本
類
で
あ
っ
た
︒
収
奪
に
対
す
る
こ
う
し
た
熱
は
︑
フ
ラ
ン
ス
が
﹁
自

由
の
国
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
文
化
財
が
﹁
自
由
﹂
か
ら
創
造
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
フ
ラ
ン

ス
が
文
化
財
の
﹁
真
の
祖
国
﹂
︵
以
上
︑
二
九
頁
︶
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ

れ
を
押
収
し
﹁
本
国
へ
の
送
還
﹂
︵
三
五
頁
︶
を
実
行
す
る
こ
と
に
意
義
が

あ
る
と
い
う
新
し
い
考
え
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
押
収
さ
れ

た
美
術
品
は
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
早
い
う
ち
か
ら
パ
リ
に
創
設
が
見
越
さ
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れ
て
い
た
国
家
美
術
館
︵
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
︶
に
集
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
︒
パ
リ
は
︑
外
国
人
を
含
め
た
芸
術
家
を
魅
了
す
る
芸
術
の
都
た

る
べ
き
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒

第
二
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
イ
タ
リ
ア
で
の
文
化
財
の
収
奪
で
あ

る
︒
イ
タ
リ
ア
方
面
軍
の
総
司
令
官
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
︑
総
裁
政
府
の
命
令
を

待
た
ず
に
独
断
で
軍
事
行
動
を
展
開
し
て
い
く
が
︑
収
奪
は
︑
政
府
に
よ
っ

て
任
命
さ
れ
た
学
者
と
芸
術
家
の
委
員
会
の
援
助
の
も
と
で
な
さ
れ
た
︒
ナ

ポ
レ
オ
ン
は
︑
選
定
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
︑
休
戦
協
定
や
講
和
条

約
の
中
に
美
術
品
の
引
き
渡
し
を
戦
時
賠
償
の
一
部
と
し
て
規
定
し
た
︒
と

は
い
え
︑
協
定
は
遵
守
さ
れ
ず
に
押
収
が
実
行
さ
れ
た
り
︑
協
定
そ
の
も
の

が
一
方
的
に
破
棄
さ
れ
た
り
し
た
︒
そ
う
し
た
決
ま
り
が
結
ば
れ
ず
に
押
収

が
実
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
加
え
て
︑
現
地
人
の
抵
抗
や
外
交
的
︑
軍

事
的
理
由
か
ら
︑
収
奪
が
政
府
の
想
定
通
り
に
進
行
し
な
か
っ
た
場
合
も
あ

っ
た
︒
結
局
︑
絵
画
に
関
し
て
は
︑
一
七
九
六

九
七
年
に
二
二
七
点
︑
一

七
九
八

一
八
〇
三
年
に
二
〇
六
点
が
押
収
さ
れ
た
︒

こ
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
は
︑
イ
タ
リ
ア
内
部
だ
け
で
な
く
フ
ラ
ン
ス

国
内
で
も
反
対
意
見
が
発
表
さ
れ
た
︒
代
表
的
な
の
は
︑
批
評
家
カ
ト
ル

メ
ー
ル
・
ド
・
カ
ン
シ
ー
の
﹃
イ
タ
リ
ア
の
美
術
記
念
物
の
移
動
が
美
術
・

学
術
に
及
ぼ
す
損
害
に
関
す
る
ミ
ラ
ン
ダ
へ
の
書
簡
﹄
︵
一
七
九
六
年
︶
で

あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
い
っ
た
考
え
を
掲
げ
る
者
は
少
数
派
で
あ
り
︑
フ
ラ

ン
ス
に
よ
る
収
奪
を
中
止
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

第
三
章
で
は
︑
ド
ミ
ニ
ー
ク
＝
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
・
ド
ノ
ン
に
よ
る
押
収
と
美

術
館
運
営
の
あ
り
よ
う
が
活
写
さ
れ
る
︒
彼
は
︑
一
八
〇
二

一
五
年
に

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
な
い
し
ナ
ポ
レ
オ
ン
美
術
館
の
館
長
の
地
位
に
あ
っ
た
人

物
で
あ
る
︒
美
術
行
政
に
お
い
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
重
用
さ
れ
た
ド
ノ
ン
は
︑

自
ら
現
地
で
美
術
品
の
移
送
を
担
当
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
イ
タ
リ
ア
で
約
七

〇
点
︑
ス
ペ
イ
ン
で
約
三
〇
〇
点
︵
た
だ
し
︑
ド
ノ
ン
は
こ
の
う
ち
の
五
〇

点
の
選
定
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
︶
︑
ベ
ル
リ
ン
︑
ポ
ツ
ダ
ム
︑
シ
ュ
ヴ
ェ

リ
ー
ン
︑
ウ
ィ
ー
ン
な
ど
で
約
一
二
〇
〇
点
以
上
の
絵
画
が
押
収
さ
れ
た
︒

続
い
て
第
四
章
に
移
り
た
い
︒
こ
こ
で
は
主
に
︑
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
が
一

七
九
三
年
八
月
一
〇
日
に
﹁
共
和
国
美
術
館
﹂
と
し
て
開
館
す
る
ま
で
の
経

緯
と
収
蔵
さ
れ
た
作
品
の
収
集
︑
展
示
︑
修
復
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
︒

美
術
館
設
立
計
画
は
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
に
端
を
発
す
る
が
︑
実

現
す
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
で
あ
る
︒
こ
の
時
代
に
は
︑
教
会
︑
亡
命
貴

族
︑
王
室
及
び
ア
カ
デ
ミ
ー
の
所
有
し
て
い
た
美
術
品
が
﹁
国
有
財
産
﹂
と

し
て
公
的
な
管
理
の
対
象
と
な
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
王
家
や
キ
リ
ス
ト
教

の
シ
ン
ボ
ル
を
伴
う
記
念
物
の
破
壊
行
為
が
横
行
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑

﹁
国
有
財
産
﹂
た
る
美
術
品
の
保
存
が
よ
り
一
層
必
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
︒
こ
う
し
た
状
況
の
下
︑
王
政
の
転
覆
を
契
機
に
︑
国
民
の
教
育

と
芸
術
家
の
養
成
も
目
的
に
据
え
た
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
が
設
立
さ
れ
た
︒

第
五
章
で
は
︑
美
術
館
行
政
︑
と
り
わ
け
ド
ノ
ン
に
よ
る
美
術
品
の
利
用

方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
代
表
的
な
の
は
︑
収
奪
美
術
品
の
パ
リ
で

の
展
示
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
一
七
九
八

一
八
〇
五
年
に
は
︑
イ
タ
リ
ア
か

ら
収
奪
美
術
品
が
届
く
た
び
に
︑
臨
時
展
覧
会
が
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
大
サ

ロ
ン
に
て
七
度
行
わ
れ
た
︒
ま
た
︑
大
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
も
︑
収
奪
さ
れ
た
作

品
を
含
む
多
数
の
絵
画
が
展
示
さ
れ
た
︒
後
者
の
展
示
か
ら
は
︑
ド
ノ
ン
の

戦
略
が
う
か
が
え
る
︒
彼
は
︑
観
客
に
対
し
視
覚
的
に
調
和
し
た
印
象
を
与

え
る
た
め
︑
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
作
品
を
並
べ
る
一
方
で
︑
例
え
ば
ラ
フ
ァ
エ

ロ
の
生
涯
︑
作
風
の
変
化
︑
芸
術
的
才
能
が
わ
か
る
よ
う
に
作
品
を
配
列
す

る
な
ど
︑
﹁
美
術
史
の
実
物
教
育
﹂
︵
二
八
八

二
八
九
頁
︶
を
提
供
し
よ
う
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と
し
た
の
で
あ
る
︵
た
だ
し
︑
ド
ノ
ン
は
︑
美
術
史
的
連
関
を
強
調
す
る
よ

う
な
展
示
に
固
執
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︶
︒
大
サ
ロ
ン
︑
大
ギ
ャ
ラ

リ
ー
の
ど
ち
ら
に
も
展
示
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
は
︑
パ
リ
の
諸
教
会
︑
皇
帝

の
宮
殿
︑
地
方
の
美
術
館
な
ど
に
送
ら
れ
た
︒
押
収
絵
画
の
中
に
は
修
復
を

施
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
︒

第
六
章
の
主
題
は
︑
一
八
〇
六
年
以
降
の
収
奪
美
術
品
の
利
用
方
法
で
あ

る
︒
こ
こ
で
も
︑
臨
時
展
覧
会
や
大
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
け
る
展
示
の
様
子
が

詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
時
期
は
︑
ド
イ
ツ
各
地
に
て
押
収
さ
れ
た

北
方
三
派
︵
フ
ラ
ン
ド
ル
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
ド
イ
ツ
派
︶
の
絵
画
が
︑
ナ
ポ
レ

オ
ン
美
術
館
の
展
示
作
品
を
充
実
さ
せ
る
の
に
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
し
た
︒

も
っ
と
も
︑
押
収
絵
画
は
︑
全
部
で
九
〇
〇
点
以
上
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
一
八
〇
七
年
の
展
示
会
で
は
そ
の
う
ち
の
四
〇
％
が
︑
美
術
館
の
常
設

展
示
品
に
関
し
て
は
一
八
％
が
利
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
第
一
帝
政

期
に
お
い
て
も
︑
絵
画
の
一
部
は
地
方
の
美
術
館
な
ど
に
送
ら
れ
た
︒

終
章
で
は
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
失
脚
後
の
美
術
品
の
返
還
に
つ
い
て
考
察
さ
れ

て
い
る
︒
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
降
伏
し
王
政
が
復
活
し
た
一
八
一
四
年
︑
奪
わ
れ

た
美
術
品
の
返
還
要
求
が
相
次
い
だ
︒
そ
の
結
果
︑
新
王
ル
イ
一
八
世
と
対

仏
同
盟
諸
国
の
代
表
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
秘
密
の
合
意
に
基
づ
き
︑
二
〇

〇
点
を
超
え
る
絵
画
︑
数
十
点
の
彫
刻
︑
数
百
の
様
々
な
美
術
品
が
返
還
さ

れ
た
︒
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
に
は
︑
未
展
示
の
も
の
や
二
級
品
も
数
多
く
存

在
し
た
た
め
︑
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
損
失
は
非
常
に
小
さ
か
っ
た
︒
し
か
し
︑

翌
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
百
日
天
下
後
︑
状
況
は
一
変
す
る
︒
絵
画
の
場
合
︑

収
奪
品
の
返
還
率
は
国
と
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
が
︑
フ
ラ
ン
ス
側
の
抵
抗

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
級
品
を
含
む
二
〇
六
五
点
の
絵
画
な
ど
︑
総
計
五
一

〇
三
点
が
対
仏
同
盟
諸
国
に
奪
回
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
は
︑

大
き
な
打
撃
を
蒙
っ
た
と
言
え
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
致
命
的
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
︒
価
値
の
高
い
収
奪
美
術
品
の
中
に
は
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
崩

壊
後
も
フ
ラ
ン
ス
に
残
さ
れ
た
も
の
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
︑
高
く
評
価
し
得
る
点
並
び
に
批
判
点
を
列
挙
し

つ
つ
︑
私
見
を
述
べ
た
い
︒

本
書
の
意
義
は
︑
ま
ず
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
に
な
さ

れ
た
文
化
財
の
﹁
併
合
﹂
︵
エ
ジ
プ
ト
遠
征
時
の
収
奪
を
除
く
︶
と
そ
の
利

用
の
全
容
を
和
書
で
初
め
て
包
括
的
に
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
︒
こ
れ
ほ

ど
精
緻
且
つ
網
羅
的
な
論
考
は
︑
管
見
の
限
り
未
だ
な
い
︒
そ
の
意
味
で
︑

本
書
は
非
常
に
貴
重
な
研
究
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
著
者
は
︑
議
事
録
︑
書
簡
︑
新
聞
︑
所
蔵
品
や
展
覧
会
の
カ
タ

ロ
グ
と
い
っ
た
刊
本
史
料
を
丁
寧
に
繙
き
つ
つ
︑
先
行
研
究
を
丹
念
に
読
み

込
み
︑
適
切
に
整
理
︑
批
判
し
て
い
る
︒
ド
イ
ツ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
戦
利

品
の
展
覧
会
︵
一
八
〇
七
年
︶
の
考
察
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
観

客
が
北
方
絵
画
を
中
心
と
す
る
展
示
品
に
感
銘
を
受
け
た
と
言
う
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
・
サ
ヴ
ォ
ワ
に
対
し
︑
当
時
の
観
客
が
こ
れ
ら
の
絵
画
を
見
て
も
現
代

の
人
々
と
同
様
に
は
感
動
し
な
い
と
す
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
ス
ケ
ル
の
意
見

を
紹
介
し
て
︑
サ
ヴ
ォ
ワ
の
見
解
を
相
対
化
す
る
の
で
あ
る
︵
三
三
七

三

三
八
頁
︶
︒
著
者
の
鋭
い
指
摘
は
カ
タ
ロ
グ
分
析
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
︒

例
え
ば
︑
著
者
は
︑
一
八
一
四
年
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
絵
画⑦
の
展
覧
会
の
カ
タ

ロ
グ
を
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
以
前
の
そ
れ
と
比
べ
︑
各
画
家
の
伝
記
的
事
項

と
作
品
の
解
説
が
豊
富
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
つ
つ
︑
﹁
何
ら
の
進
歩
も
示

し
て
い
な
い
﹂
と
す
る
ハ
ス
ケ
ル
の
意
見
を
﹁
行
き
過
ぎ
﹂
︵
以
上
︑
三
六

三
頁
︶
と
批
判
し
て
い
る
︒
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ま
た
︑
著
者
の
巧
み
な
叙
述
に
よ
っ
て
︑
﹁
文
化
財
の
併
合
﹂
に
お
け
る

﹁
フ
ラ
ン
ス
第
一
主
義
﹂
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
︒
正
確
な
資
料
・
文
献
調

査
に
よ
り
︑
美
術
品
の
収
奪
が
政
府
の
思
い
通
り
に
進
ま
な
か
っ
た
点
︑
収

奪
美
術
品
の
利
用
に
限
界
が
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
も
︑
十
分
に
説
明
さ
れ
て

い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
高
傑
作
を
網
羅
す
る
理
想
的
な
美
術
館
が
革
命
期

か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
期
に
現
出
し
た
と
す
る
幾
人
か
の
フ
ラ
ン
ス
人
研
究
者
の

誇
張
さ
れ
た
見
解
は
︑
説
得
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
本
書
は
︑
設
定
さ
れ
た
課
題
に
過
不
足
な
く
答
え
る
も

の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
ゆ
え
に
物
足
り
な
く
感
じ
た
点
が
あ
っ
た
︒

ま
ず
︑
﹁
文
化
財
の
併
合
﹂
に
対
す
る
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
人
研
究
者
の
姿
勢

に
つ
い
て
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
著
者
が
問
題
視
す
る
研
究
者
に
は
︑
﹁
併

合
﹂
の
結
果
を
過
度
に
高
く
評
価
す
る
﹁
フ
ラ
ン
ス
中
心
主
義
的
﹂
な
嫌
い

が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
彼
ら
も
︑
フ
ラ
ン
ス
へ
の
文
化
財
の
移

送
を
︑
法
的
な
用
語
の
﹁
没
収
︵
con
fiscation
︶
﹂
︑
﹁
押
収
︵
saisie
︶
﹂
だ

け
で
な
く
︑
よ
り
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
強
い
﹁
略
奪
︵
p
illag
e,
sp
oli-

ation
︶
﹂
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
な
い
わ
け
で
は
な
い⑧
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑

本
書
で
何
度
も
言
及
さ
れ
て
い
る
ド
ミ
ニ
ク
・
プ
ー
ロ
︑
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・

ポ
ミ
エ
︑
前
述
の
サ
ヴ
ォ
ワ
と
い
っ
た
︑
文
化
財
の
保
存
の
歴
史
を
専
門
領

域
に
据
え
る
現
役
の
研
究
者
は
︑
前
述
の
ミ
ュ
ン
ツ
や
ソ
ー
ニ
エ
と
は
異
な

っ
て
フ
ラ
ン
ス
寄
り
の
見
方
か
ら
距
離
を
取
り
︑
﹁
押
収
﹂
を
少
な
く
と
も

批
判
的
に
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
序
章
の
研
究
史
に
お
い
て
彼
ら

の
姿
勢
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
例
え
ば
︑
著
者
が
フ
ラ
ン
ス

革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
国
家
の
膨
張
主
義
的
性
格
を
強
調
す
る
た
め
に
用
い
た

﹁
併
合
﹂
と
い
う
語
は
︑
サ
ヴ
ォ
ワ
の
﹃
併
合
さ
れ
た
遺
産⑨
﹄
に
も
見
ら
れ

る
︒
こ
の
用
語
が
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
彼
女
も
フ
ラ

ン
ス
へ
の
文
化
財
の
移
送
そ
の
も
の
に
対
し
て
批
判
的
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

文
化
財
保
存
史
を
専
門
と
す
る
現
役
研
究
者
と
の
見
解
の
異
同
に
関
し
て

は
︑
他
の
点
に
お
い
て
も
十
分
に
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

特
に
︑
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
美
術
品
の
収
奪
が
文
化
遺
産
の
所
有
と
保
存
の
観

点
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
諸
外
国
に
与
え
た
か
と
い
う
︑
﹁
併
合
﹂

の
歴
史
的
意
義
の
問
題
が
論
じ
尽
く
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
︒
こ

れ
に
つ
い
て
は
︑
サ
ヴ
ォ
ワ
が
ド
イ
ツ
を
対
象
に
し
て
考
察
し
て
い
る
︒
彼

女
に
よ
れ
ば
︑
ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
︑
一
八
〇
六

〇
七
年
の
ド

ノ
ン
の
収
奪
行
為
に
対
し
控
え
め
な
態
度
を
と
り
︑
収
奪
品
の
パ
リ
へ
の
移

送
を
好
意
的
に
見
る
論
説
も
あ
っ
た
と
い
う
︒
ド
イ
ツ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

解
体
と
パ
リ
で
の
展
示
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
利
益
を
優
先
す
る
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
の
見
地
に
立
っ
て
み
れ
ば
む
し
ろ
肯
定
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
︒
と

こ
ろ
が
︑
フ
ラ
ン
ス
の
敗
北
後
は
︑
押
収
さ
れ
た
美
術
品
は
ド
イ
ツ
に
返
還

さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ク
な
言
説
が
現
れ
︑
公
共
美
術

館
が
創
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
︑
フ
ラ

ン
ス
の
押
収
行
為
を
受
け
︑
文
化
財
を
﹁
国
民
の
遺
産
﹂
と
し
て
保
存
し
よ

う
と
す
る
感
性
と
︑
保
存
に
関
わ
る
施
設
・
制
度
の
構
築
に
向
け
た
動
き
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る⑩
︒

著
者
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
収
奪
行
為
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
﹁
文
化
財
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒
著

者
に
よ
れ
ば
︑
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
創
設
に
よ
り
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
期
に
は
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
︑
マ
ド
リ
ー
ド
︑
ミ
ラ
ノ
な
ど
で
公
共
美
術
館
の
創
設
が
促

進
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
収
奪
後
に
返
還
さ
れ
た
絵
画
は
︑
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア

で
は
美
術
館
に
収
め
ら
れ
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
﹁
文
化
財
の
併
合
﹂
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が
こ
の
流
れ
を
支
え
た
の
は
疑
い
を
入
れ
な
い
︒
他
方
︑
著
者
は
︑
こ
の
点

を
強
調
し
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
︒
イ
タ
リ
ア
︑
ド
イ
ツ
︑

オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
で
は
︑
王
侯
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
と
し
た
美
術
品

の
公
開
が
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
本
書
で
は
︑
﹁
併
合
﹂
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
展

示
が
﹁
国
民
の
遺
産
﹂
を
保
存
す
る
事
業
の
一
環
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
や

収
奪
に
対
す
る
地
元
の
人
々
の
言
動
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
な
い
︒

確
か
に
︑
著
者
は
︑
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
現
地
住
民
が
抵
抗
を
示
し
た
と

指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ベ
ル
ギ
ー
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は

﹁
表
立
っ
た
反
対
行
動
は
起
こ
っ
て
い
な
い
﹂
︵
四
一
七
頁
︶
と
述
べ
る
に

と
ど
ま
り
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
反
応
に
は
ほ
と
ん
ど
言

及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ル
ー
ヴ
ル

=
ナ
ポ
レ
オ
ン

美
術
館
の
創
設
と
拡
充
に
よ
り
﹁
多
大
の
犠
牲
﹂
︵
四
二
二
頁
︶
が
も
た
ら

さ
れ
た
と
み
な
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
も
垣
間
見
え
る
よ
う
に
︑
著
者
は
︑

押
収
が
地
元
の
人
々
の
意
思
に
抗
っ
て
実
行
さ
れ
た
と
い
う
点
を
か
な
り
強

調
し
て
︑
考
察
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
著
者

が
﹁
略
奪
﹂
や
﹁
押
収
﹂
と
い
っ
た
語
を
十
分
に
区
別
し
て
用
い
て
い
な
い

こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
押
収
地
域
で
は
美

術
品
の
保
存
に
そ
も
そ
も
関
心
が
あ
っ
た
の
か
︑
関
心
は
あ
っ
た
が
現
地
で

の
保
存
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
︑
保
存
に
対
す
る
感
性
は
押
収
後
に
変

化
し
た
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
︑
更
な
る
説
明
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
点
を
詳
ら
か
に
で
き
れ
ば
︑
本
書
が
押
収
地
域
を
全

般
的
に
扱
う
も
の
で
あ
る
ゆ
え
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
﹁
文
化
財
の
併

合
﹂
の
歴
史
的
意
義
を
︑
サ
ヴ
ォ
ワ
と
は
異
な
る
形
で
提
示
で
き
た
の
で
は

な
い
か
︒
ま
た
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
敗
戦
を
契
機
と
し
て
︑
保
存
に
関
わ
る
施

設
・
制
度
の
構
築
へ
の
志
向
が
一
層
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
れ
ば
︑
﹁
文
化
財
の
併
合
﹂
よ
り
も
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
の
敗
戦
に
あ
る

種
の
歴
史
的
意
義
を
認
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
﹁
多
大
の
犠
牲
﹂
を
数

多
の
デ
ー
タ
で
把
握
し
て
﹁
フ
ラ
ン
ス
第
一
主
義
﹂
を
露
わ
に
し
よ
う
と
す

る
あ
ま
り
︑
フ
ラ
ン
ス
が
押
収
地
域
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
の
分
析
に
多
く

の
紙
幅
を
割
け
な
か
っ
た
の
は
惜
し
ま
れ
る
︒

以
上
︑
気
に
か
か
っ
た
点
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み
た
︒
し
か
し
︑
革
命
期
・

ナ
ポ
レ
オ
ン
期
の
﹁
文
化
財
の
併
合
﹂
と
そ
の
底
流
に
厳
と
し
て
存
在
す
る

﹁
フ
ラ
ン
ス
第
一
主
義
﹂
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
た
本
書
の
価
値
は
揺

る
が
な
い
︒
本
書
は
︑
こ
の
時
代
の
収
奪
行
為
だ
け
で
な
く
︑
美
術
館
運
営
︑

作
品
の
展
示
方
法
︑
文
化
財
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
テ
ー
マ
で
も
必
読
文
献
と

な
り
得
る
で
あ
ろ
う
︒
小
文
は
︑
評
者
の
能
力
不
足
に
よ
り
︑
誤
読
や
的
外

れ
な
疑
問
を
含
ん
で
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
著
者
と
読
者
の
寛
恕
を
願

い
つ
つ
擱
筆
す
る
︒

①

N
atalie
P
etiteau
,
N
apoléon
B
on
aparte
:
la
n
ation
in
carn
ée,
P
aris,

A
rm
an
d
C
olin
,
2015
;
X
av
ier
M
au
d
u
it,
L
'h
om
m
e
qu
i
vou
lait
tou
t,

P
aris,
A
u
trem
en
t,2015
;
T
h
ierry
L
en
tz,
N
apoléon
et
la
F
ran
ce,
P
aris,

É
d
ition
s
V
en
d
ém
iaire,2015
な
ど
︒

②

E
u
g
èn
e
M
ü
n
tz,«L
es
an
n
ex
ion
s
d
e
collecton
s
d
’art
ou
d
e
b
ib
lioth
è-

q
u
es
et
leu
r
rôle
d
an
s
les
relation
s
in
tern
ation
ales,
p
rin
cip
alem
en
t

p
en
d
an
t
la
R
év
olu
tion
fran
çaise»,
R
evu
e
d
’h
istoire
d
iplom
atiqu
e,

1894,
p
p
.
481-497,
1895,
p
p
.
375-393,
1896,
p
p
.481-508
;
E
u
g
èn
e

M
ü
n
tz,«L
es
in
v
asion
s
d
e
1814-1815
et
la
sp
oliation
d
e
n
os
m
u
sées»,

N
ou
velle
revu
e,
av
ril
1897,
p
p
.703-716,
ju
illet
1897,
p
p
.193-207,
aoû
t
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1897,
p
p
.420-439.

③

C
h
arles
S
au
n
ier,
L
es
con
qu
êtes
artistiqu
es
d
e
la
R
évolu
tion
et
d
e

l’E
m
pire.
R
eprises
et
aban
d
on
s
d
es
alliés
en
1
8
1
5
.
L
eu
rs
con
séqu
en
-

ces
su
r
les
m
u
sées
d
’E
u
rope,
P
aris,
H
.
L
au
ren
s,1902.

④

Jacq
u
es
G
od
ech
ot,
L
a
g
ran
d
e
n
ation
.
L
’expression
révolu
tion
n
aire

d
e
la
F
ran
ce
d
an
s
le
m
on
d
e,
1
7
8
9
-1
7
9
9
,
P
aris,
A
u
b
ier,1956.

⑤

F
ran
çois
F
u
ret
et
D
en
is
R
ich
et,
L
a
R
évolu
tion
fran
çaise,
P
aris,

H
ach
ette,1965.

⑥

Jean
T
u
lard
,
L
e
G
ran
d
E
m
pire,
1
8
0
4
-1
8
1
5
,
P
aris,
É
d
ition
s
A
lb
in

M
ic
h
e
l,
1982
;
A
n
n
ie
Jo
u
rd
a
n
,
L
’em
p
ire
d
e
N
a
p
o
léo
n
,
P
a
ris,

F
lam
m
arion
,2000.

⑦

プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
絵
画
と
は
︑
チ
マ
ブ
ー
エ
︑
ジ
ョ
ッ
ト
︑
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ

コ
や
ク
ラ
ー
ナ
ハ
︑
デ
ュ
ー
ラ
ー
な
ど
︑
中
世
末
期
か
ら
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代

の
巨
匠
の
作
品
を
指
す
︒

⑧

例
え
ば
︑
著
者
が
批
判
す
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
ら
さ
え
も
︑
イ
タ
リ
ア
で

の
文
化
財
の
押
収
を
扱
っ
た
節
の
題
名
を
﹁
イ
タ
リ
ア
の
略
奪
﹂
︵
L
e
p
illag
e

d
e
l’Italie
︶
と
し
て
い
る
︒
F
ran
çois
F
u
ret
et
D
en
is
R
ich
et,
op.cit.,
p
.

382.

⑨

B
én
éd
icte
S
av
oy
,
P
atrim
oin
e
an
n
exé
:
les
bien
s
cu
ltu
rels
saisis
par

la
F
ran
ce
en
A
llem
agn
e
au
tou
r
d
e
1
8
0
0
,
P
aris,
É
d
ition
s
d
e
la
M
aison

d
es
scien
ces
d
e
l’h
om
m
e,2003,2
tom
es.

⑩

自
国
の
領
域
内
で
創
ら
れ
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
文
化
財
は
国
民
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
で
あ
り
︑
そ
れ
が
不
当
な
手
段
な
ど
で
奪
わ
れ
た
場
合
︑
取
り

戻
し
て
自
国
で
保
存
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
は
︑
現
在
で
は
︑
﹁
文
化
財
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
︵
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︶
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
の
収
奪
を

受
け
た
ド
イ
ツ
に
出
現
す
る
こ
の
考
え
方
と
対
立
す
る
の
が
﹁
文
化
財
国
際
主
義

︵
文
化
国
際
主
義
︶
﹂
で
あ
る
︒
文
化
財
は
﹁
全
人
類
﹂
の
も
の
で
あ
り
︑
状
態

の
悪
化
や
損
壊
の
恐
れ
が
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
︑
原
産
国
の
国
民
で
な
く
と
も
保
存

に
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
︒
こ
の
姿
勢
は
︑
革
命
期
と
ナ
ポ

レ
オ
ン
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
押
収
行
為
で
体
現
さ
れ
て
い
る
︒
荒
井
信
一
﹃
コ
ロ
ニ

ア
リ
ズ
ム
と
文
化
財

近
代
日
本
と
朝
鮮
か
ら
考
え
る
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
二

年
︒

︵
菊
判

四
八
一
頁

知
泉
書
館
︑
二
〇
一
五
年
六
月

税
別
八
〇
〇
〇
円
︶

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
︶

書 評
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