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現
代
技
術
と
社
会
変
化

人
類
学
的
技
術
研
究
へ
向
け
て

宮
武

公
夫

〈
要
旨
〉

現
代
技
術
は
、
世
界
中

の
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
お

い
て
、
無
視
し
難

い
影
響
を
与

え
続

け

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
技
術
研
究

に
お

い
て
、
参
与
観
察
と
全
体
論
的
ア
プ

ロ
ー
チ

に
よ

っ
て
社
会
と
文
化
を
描
き
出
す
人
類
学
は
、
多
く

の
可
能
性
を
持

っ
て

い
る
。
し

か
し
、
近
代
人
類
学

に
お
け
る
技
術
研
究
は
、
歴
史
的

に
周
縁
的
な
位
置
に
置
か
れ
て

続

け
て
き
た
。

こ
の
理
由
と
し
て
、
プ

フ

ァ
フ

ェ
ン
バ

ー
ガ

ー
は

西
欧
社
会
が
技
術

に
対
し
て
持

っ

て

い
る
無

批
判
的

な

「基
準
的
視
点
」
.に
よ
り

、
技
術
が
機
能
的
要
素
や
物
質
文
化
に

還
元
さ
れ
て
理
解

さ
れ
て
き
た
事

を
挙
げ

て
い
る
。
こ
の
様
な
視
点
は
、
伝
統
社
会
を

「
民
族
誌

的
現

在
」
と
し
て
再
構

成
す
る
近
代

人
類
学

の
方
法
論

に
も
反
映
さ
れ
、
今

世
紀
後

半
の
民
族
誌
に
お

い
て
も
、
伝
統
社
会

や
伝
統
技
術
と

、
現
代
技
術

の
間

に
は

明
確
な
境
界
が
設
け
ら
れ
て
き
た
。

一
方
、

一
九
八
O
年
代
以
降
は
技
術
を
様

々
な
社

会
的

・
文
化
的
要
素
か

ら
構
成
さ
れ

た

一
つ
の
体
系
と
し
て
研
究
す
る
試
み
も
行
な
わ
れ
、
技

術
の
再
解
釈

と
再
構
築

の
過

・程
を
描
く
、
新
た
な
技
術
研
究
が
生
ま
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
こ
の
様
な

人
類
学

に
お

け

る
技
術
研
究

の
歴
史
を
ふ
ま
え

て
、
人
類
学
的
技
術
研
究
に
お
け
る
解

釈
学
的
方
法

に

つ
い
て
触
れ
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

技
術
、
人
類
学

、
社
会
変
化

、
伝
統
社
会

、
開
発
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は
じ
め
に

「技
術
革
新
と
、
そ
の
社
会
的
、
文
化
的
体
系

へ
の
影
響
に

つ
い
て
の
研
究

は
、
人
類
学
研
究
に
お
け
る
"、
も

っ
と
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
分
野
の

一
つ
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
達
は
、
調
査
を
行
う
中
で
、

か

っ
て
は
未
踏
で
あ

っ
た
地
域
に
、
道
路
や
、
ダ
ム
や
、
航
空
施
設
や
、
新
型

の
乗
り
物
や
、
医
療
シ
ス
テ
ム
や
、
新
た
な
栽
培
法
や
、
そ
の
他
の
技
術
的
変

化
が
は
い
り
込
ん
で
く
る
の
を
、
恒
常
的
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
ま
で
特
定
の
技
術
革
新
や
、
変
化
の
分
析
に
取
り
組
む
フ
ィ
ー
ル
ド

研
究
は
ほ
と
ん
ど
無
か

っ
た
。
最
も
遠
隔
の
地
で
さ
え
、
急
速
な
技
術
変
化
が

押
し
寄
せ
、
人

々
の
生
活
を
か

っ
て
無
か

っ
た
ほ
ど
変
化
さ
せ
て
い
る
の

(1
)

に
。」こ

れ
は
、

一
九
七
二
年
に
出
版
さ
れ
た
、
数
少
な
い
技
術
に
関
す
る
人
類
学

研
究
の

一
つ
で
あ
る
、
「技
術
と
社
会
変
化
」
と
題
す
る
論
文
集
の
冒
頭
に
書

か
れ
た
ペ
ル
ト
に
よ
る
言
葉
だ
が
、
こ
の
言
葉
は
二
〇
年
以
上
た

っ
た
今
日
で

も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
。
ペ
ル
ト
に
よ
る

「技
術
と
社
会
変
化
」
か
ら
二
〇
年

後
の
、

一
九
九

二
年
に
発
表
さ
れ
た

「技
術
の
社
会
人
類
学
」
の
中
で
、
プ
フ

ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
、
八
O
年
代

に
入

っ
て
物
質
文
化

へ
の
関
心
と
研
究
は

急
速
に
高
ま

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
欧
米
の
人
類
学
者
の
物
質
文
化
と
技
術

へ

の
無
関
心
は
続
い
て
お
り
、技
術
と
物
質
文
化
に
つ
い
て
の
通
文
化
的
研
究
は
、

も

っ
ぱ
ら
技
術
史
や
、
科
学
技
術
研
究

(ω
目
Qっ
)
や
、
博
物
館
や
技
術
系
の
大

学
で

一
般
研
究
に
携
わ
る
、

一
部
の
人
類
学
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い

る
ゆこ

の
様
な
、
人
類
学
に
お
け
る
技
術
研
究
の
遅
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代

世
界
は
技
術
の
発
達
に
よ
り
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
文
明
社
会
と
未
開

社
会
、
近
代
社
会
と
伝
統
社
会
、
熱
い
社
会
と
冷
た
い
社
会
、
、ど
の
様
な
社
会

で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
現
代
社
会
に
お
け
る
技
術
に
よ
る
影
響
の
大
き
さ
は
、

技
術
に
対
し
て
ど
の
様
な
見
解
を
持

つ
に
せ
よ
、
否
定
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
社
会
や
文
化
を
ど
の
様
に
捉
え
る
に
せ
よ
、
現
代
技
術
の
社
会
的

・

文
化
的
影
響
と
意
味
は
、
ま
す
ま
す
広
く
深
い
も
の
と
な

っ
て
き
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
現
代
技
術
と
社
会
、
あ
る
い
は
文
化
と
の
関
わ
り
は
、
文
化
を
社
会

全
体

の
中
に
位
置
づ
け
て
全
体
的
な
文
脈
の
中
で
研
究
す
る
人
類
学
に
と

っ

て
、
格
好
の
研
究
対
象
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
プ

フ
ァ
フ
ェ
ソ
バ
ー
ガ
ー
は
「
技

術
と
物
質
文
化
を
研
究
す
る
人
類
学
が
、
周
縁
的
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
に
も

'

(2
)

拘
ら
ず
、
答
え
る
べ
き
幾
つ
も
の
問
題
が
残

っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
解
答
を
、
こ
れ
か
ら
の
人
類
学
に
お
け
る
技
術
研

究
を
通
し
て
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

現
代
技
術
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
政
治
思
想
の
観
点
か
ら
の
多
く
の
著

作
を
発
表
し
て
い
る
ラ
ン
グ
ド
ン

・
ウ
イ
ナ
ー
は
、
二
〇
世
紀
に
入

っ
て
、
技

術

(8
0
げ
ロ
oδ
黷

)
と
い
う
語
の
意
味
が
、
「
比
較
的
正
確
で
、
限
定
さ
れ
、

そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
」
も
の
か
ら
、
「瞹
昧
で
、
広
が
り
を
持
ち
、
非
常
に

重
要
な
も
の
」

へ
と
変
化
し
て
き
た
事
を
、
ウ
エ
ブ
ス
タ
i
辞
典
に
あ
ら
わ
れ

た
技
術
の
定
義
を
引
用
し
て
た
ど

っ
て
い
る
。
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
国
際
辞
典
第
二

版

(
一
九
〇
九
年
)
で
技
術
は
、
「
産
業
技
術
、
特
に
重
要
な
製
造
業
に
用
.い

ら
れ
る
、
産
業
科
学
、
科
学
ま
た
は
体
系
的
知
識
」
と
、
当
時
の
資
本
主
義
の

164



発
展
に
よ
る
生
産
力
の
急
速
な
発
達

に
と
も
な

っ
た
、
実
用
的
具
体
的
な
産
業

技
術
と
定
義
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
新
国
際
辞
典
第
三
版

(
一
九
六

一
年
)
で
は
、
「物
質
文
化
の
目
的
に
用
い
る
た
め
に
、
人
々
に
よ

(3
V

っ
て
使
用
さ
れ
る
手
段
の
総
体
」
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
タ
イ
ラ
ー
の
文

化

の
定
義
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
、
こ
の
広
が
り
を
持

っ
た
技
術
の
定
義
も
、
現

代
技
術

の
多
様
性
か
ら
み
る
と
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。

現
代
の
多
く
の
技
術
は
、
物
質
文
化

だ
け
で
な
く
、
象
徴
的

・
精
神
的
な
文
化

と
の
関
わ
り
が
多
く
な

っ
て
お
り
、
技
術
の
合
目
的
性
も
、
単
純
に
は
限
定
す

る
の
が
困
難
で
あ
る
。

技
術
に
関
し
て
は
非
常
に
多
く
の
定
義
が
、
様

々
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い

る
が
、
技
術
を
否
定
的
に
見
る
か
肯
定
的
に
見
る
か
、
自
律
的
な
も
の
と
見
る

か
受
動
的
な
も
の
と
見
る
か
、
社
会
的
シ
ス
テ
ム
と
見
る
か
社
会
の

一
部
分
と

(4
V

見
る
か
、
ど
の
様
な
社
会
の
技
術
を
見
る
か
、
等
に
よ

っ
て
様
々
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
多
様
な
技
術
観
の
存
在
や
、
現
代
の
技
術
を
定
義
す
る

こ
と
の
困
難
さ
こ
そ
が
、
技
術
を
定
義
す
る
社
会
的
言
説
を
超
え
る
速
さ
で
、

急
速
に
発
展
し
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
部
分

へ
と
拡
散
し
続
け
る
現
代
技
術
の
重

要
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「『
文
化
』
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
難
し
く
な

っ.て
き
た
。
ご
く

一
般
的

に
考
え
て
み
て
も
、
こ
の
言
葉
の
学
問
的
な
定
義
が
、
『
複
合
的
全
体
』
と
い

う
か
の

一
九
世
紀
後
半
に
あ
た
え
ら
れ
た
有
名
な
も
の
か
ら

『
生
活
様
式
』
と

い
う
ご
く
簡
便
な
も
の
を
経
て

『象
徴
と
意
味
の
シ
ス
テ
ム
』
と
い
う
も

っ
と

も
ら
し
い
も
の
に
至
る
ま
で
(
う
ま
く
そ
の
実
体
を
把
握
で
き
な
い
感
じ
を
与

え
続
け
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
実
は
逆
に

『文
化
』
そ
の
も
の
の
人
間
と
社
会

(5
)

に
と

っ
て
の
重
要
性
を
示
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。」

現
代
に
お
け
る
文
化
を
定
義
す
る
こ
と
の
難
し
さ
に
つ
い
て
、
青
木
保
は
こ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
文
化
ど
い
う
言
葉
を
技
術
に
そ
の
ま
ま
置
き
換

え
て
、
現
代
の
技
術
状
況
に
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

様
に
定
義
し
難
く
、
実
体
を
把
握
し
難
い
現
代
の
技
術
状
況
こ
そ
が
、
現
代
社

会
に
お
け
る
技
術
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

一
方
で
人
類
学
に
於
け
る
技
術

へ
の
関
心
は
、
現
在
で
も
非
常
に

希
薄
で
あ
る
。
プ
フ
ァ
フ
ェ
ソ
バ
ー
ガ
ー
は
、

一
九
八
八
年
の

「物
神
化
と
人

間
化
さ
れ
た
自
然

…
技
術
の
人
類
学

へ
む
け
て
」
の
中
で
、
ホ
ニ
グ

マ
ソ
の
社

会

・
文
化
人
類
学

ハ
ソ
ド
ブ

ッ
ク
や
、
社
会
学
ア
ブ

ス
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
i
検
索
で
の

「技
術
」
関
連
項
目
の
少
な
さ
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
は
、

そ
の
よ
う
な
人
類
学
に
お
け
る
技
術

へ
の
無
関
心
や
、
「定
義
の
欠
如
が
続
い
て

い
る

一
方
で
、
西
欧
社
会
や
西
欧
化
さ
れ
た
人
々
の
技
術
理
解
の
背
後
に
は
噛

人

々
が
無
意
識
に
依
拠
し
、
ミ
ル
ズ
渉

「
意
味
の
自
民
族
中
心
性
」
と
呼
ぶ
、

文
化
的
前
提
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
し
て
技
術
の
人
類
学

へ
の
第

一
歩
と
し
て
、
こ
の
西
欧
社
会
の
歴
史
の
中
で
文
化
的
に
構
築
さ
れ
、
人
々
の

技
術
理
解
の
枠
組
み
を
規
定
し
支
配
す
る
、
西
欧
的
概
念
の
内
容
を
明
ら
か
に

(6
V

す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

ブ
フ
ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
は

一
九
九
二
年
に
発
表
さ
れ
た

「
技
術
の
社
会
人

類
学
」
で
は
さ
ら
に
理
論
を
進
め
、
技
術
の
社
会
人
類
学
研
究
に
お
い
て
無
批

判
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
3
つ
の
神
話
的
な
基
準

的
視
点

(ω
鼠
巳

母
q
≦
Φ≦
)
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
、
そ
の
基
準
的
視
点
の

内
実
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
て
い
る
。

現代技術と社会変化165F

 

丶

(



そ
こ
で
示
さ
れ
る
三
つ
の
基
準
的
視
点
と
は
、
第

一
に

「
必
要
は
発
明
の
母
」

と
い
う
視
点
。
つ
ま
り
、
技
術
と
は
現
実
の
要
請
に
応
じ
て
生
み
出
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
必
要
を
満
足
さ
せ
る
も
の
と
し
て
進
歩
し
て
き
た
と

す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
技
術
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
、
機
能

の
面
と

意
味
や
象
徴
の
面
の
う
ち
、
機
能
面
だ
け
が
取
り
出
さ
れ
て
し
ま

っ
て
、
技
術

の
発
展
に
お
い
て
大
き
な
働
き
を
す
る
、
社
会
的
文
化
的
側
面
で
の
意
味
の
問

題
は
無
視
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
プ

フ
ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
れ
に
対

し
て
、技
術
の
物
質
的
な
側
面
と
社
会
的
な
側
面
を
区
別
し
て
考
察
す
る
た
め
、

技
術

(↓
ΦOげ
ロ
一ρ
偉
Φ
)
と
社
会
技
術
体
系

(ω
o鼠
0
8
0げ
巳
o巴

ω
団
ω8
ヨ
)
と

い
う
、
二
つ
の
定
義
を
区
別
し
て
用
い
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
こ
で
技

術
と
は
、
物
質
的
な
人
工
物
を
作
り
上
げ
る
際
に
必
要
な
、
資
源
、
道
具
、
技
、

知
識
な
ど
を
指
し
て
い
る
。.
一
方
、
社
会
技
術
体
系
ど
は
、
ト
ー
マ
ス

・
ヒ
ュ
ー

ズ

の
近
代
電
力
シ
ス
テ
ム
研
究
に
お
け
る
概
念
を
引
用
し
た
も
の
で
、
新
技
術

を
開
発
す
る
に
は
、
専
門
技
術
や
製
造
物

へ
の
関
心
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
、

経
済
的
、
法
的
、
科
学
的
、
政
治
的
側
面

へ
の
関
心
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
継
目
の
無
い
織
物
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
体
系
を
ヒ
ュ
ー
ズ
は
社
会
技
術
体
系
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
プ
フ
ァ
フ

ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
れ
か
ら
の
技
術
研
究
に
お
い
て
は
、
技
術
を
科
学
や
、

,社
会
や
、
経
済
や
、
政
治
や
、
文
化
な
ど
の
多
く
の
要
素
の
織
り
な
さ
れ
た
社

会
技
術
体
系
と
し
て
み
る
こ
と
が
重
要
だ
と
す
る
。

第
二
に
は

「人
工
物
の
意
味
は
、
表
面
的
な
形
態
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
」
と

い
う
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間

の
作
り
出
し
た
も
の
が
、
脱
社
会
化
さ
れ

て
物
質
的
機
能
に
還
元
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
意
味
が
表
面
的
で
二
次
的
な
重

要
性
し
か
持
た
な
い
周
縁
的
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視

点
で
は
人
間
が
作
り
出
し
た
人
工
物
が
、
そ
の
歴
史
的
社
会
的
文
脈
か
ら
切
り

離
さ
れ
て
機
能
的
の
み
に
理
解
さ
れ
、
日
常
生
活
に
お
け
る
物
質
的
象
徴
の
使

用
や
、
技
術
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
儀
礼
的
側
面
な
ど
に
お
け
る
、
技
術
の
意

(7
)
、

味
に
つ
い
て
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。

第
三
の
視
点
之
し
て
は
「単
線
的
進
歩
…
単
純
な
道
具
か
ら
複
雑
な
機
械

へ
」

を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
視
点
で
は
、
社
会
変
化
を
単
純
な
技
術
の
発
達
や
新
技

術
の
導
入
に
還
元
し
、
他
の
要
素
に
つ
い
て
は
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
道
具
か

ら
機
械
、
道
具
を
使
用
す
る
時
代
か
ら
機
械
を
使
用
す
る
時
代
、
単
純
な
道
具

の
社
会
か
ら
複
雑
な
機
械
の
社
会
と
い
う
様
に
、
多
様
な
要
素
が
切
り
離
さ
れ

た
単
線
的
進
歩
と
し
て
理
解
す
る
見
方
で
あ
る
。プ
フ
ァ
フ
ェ
ソ
バ
ー
ガ
ー
は
、

こ
れ
に
対
し
て
技
術
を
、
歴
史
的
プ

ロ
セ
ス
の
中
で
構
築
さ
れ
、
発
展
し
た
多

(8
∀

様
な
社
会
技
術
体
系
と
し
て
み
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

プ
フ
ァ
フ
ェ
ソ
バ
ー
ガ
ー
の
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
西
欧
社
会
の
言
説
の
背
後

に
あ
る
様
々
な
無
批
判
的
前
提
か
ら
は
な
れ
る
事
が
重
要
で
あ
り
、
技
術
を
機

能
的
側
面
に
限
定
し
て
理
解
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
意
味
や
象
徴
的
側
面
を
も

考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
社
会
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
理
解
す
る
の
で
な
く
、

人
間
の
技
術
的
営
為
の
社
会
性

・
文
化
性
を
考
慮
に
い
れ
た
、
社
会
技
術
体
系

と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
す
る
点
で
、
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

本
論
分
で
は
プ
フ
ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
な
、
西
洋
の
歴
史

的
、
文
化
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
生
み
出
さ
れ
た
技
術
観
が
、
こ
れ
ま
で
の
人
類

学
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
技
術
研
究
に
ど
の
様
に
反
映
し
、
ど
の
様
な
研

究
成
果
を
生
み
出
し
て
き
た
か
を
ま
ず
見
る
事
に
す
る
が
、
ま
ず
最
初
に
、
人
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類
学
に
お
け
る
技
術
研
究
の
軌
跡
を

、
簡
単
に
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。

1

人
類
学
に
お
け
る
技
術
研
究
の
歴
史

一
九
世
紀
後
半
以
来
の
初
期
の
人
類
学
研
究
に
お
い
て
は
、
人
間
社
会
の
発

展
の
評
価
を
そ
の
時
代
の
技
術
水
準

で
行

っ
た
り
、
文
化
の
伝
播
の
跡
を
た
ど

る
た
め
に
技
術
研
究
が
行
わ
れ
た
。
人
類
学
者
と
し
て
最
初
に
技
術
研
究
を
行

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
タ
イ
ラ
ー
は
、
進
化
論
的
な
人
間
社
会
の
分
析
を
行
う
た

(9
)

め
に
、
様

々
な
社
会
の
火
お
こ
し
や
石
器
な
ど
の
技
術
研
究
を
お
こ
な

っ
た
。

ま
た
、ピ

ッ
ト

・
リ
バ
ー
ス
を
は
じ
め

と
す
る
当
時
の
博
物
館
の
学
芸
員
達
は
、

得
ら
れ
た
資
料
の
分
類
と
整
理
を
行

っ
て
展
示
物
と
し
て
博
物
館
に
並
べ
る
た

(10
)

め

に

、
技

術

の
進

化

に

注

目

し

た

。

そ

の
ほ

か

、

ウ

イ

ッ
ス

ラ

ー

に
よ

る
北

ア

(11
)

メ
リ
カ
に
お
け
る
馬
の
伝
播
例
等
の
研
究
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
技
術
研
究
は
い
ず
れ
も
技
術
を
社
会
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
、
独
立
し
た

機
能
的
要
素
と
し
て
研
究
し
て
い
る
た
め
、
.単
な
る
物
質
文
化
の

一
要
素
と
し

て
、
人
類
学
者
の
そ
れ
以
上
の
関
心
を
引
く
こ
と
は
な
か

っ
た
。
タ
イ
ラ
ー
の

「
人
類
の
初
期
の
歴
史
と
、
文
明
の
発
達
に
つ
い
て
の
研
究
」
に
は
、
多
く
の

火
お
こ
し
技
術
に
つ
い
て
の
解
説
と
図
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
図
の
殆

ど
に
は
手
と
道
具
だ
け
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
技
術
を
単
な
る
手
わ
ざ
と
み

(12
)

る
当
時
の
技
術
観
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
後

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ

っ
て
、
ク
ラ
に
用
い
る
カ
ヌ
ー
の
製
作
や
、

ヤ
ム
芋
の
栽
培
に
お
け
る
、
技
術
と
呪
術
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
な
さ

(13×
邑

れ
た
。
し
か
し
、
技
術
を
単
な
る
物
質
文
化
や
、
手
段
と
し
て
で
な
く
、
社
会

的

・
文
化
的
に
構
築
さ
れ
た

一
つ
の
体
系
と
し
て
理
解
す
る
こ
の
様
な
研
,究

も
、
そ
の
後
の
構
造
機
能
主
義
が
、
閉
じ
ら
れ
孤
立
し
た
未
開

「社
会
」
を
調

査
対
象
と
す
る
の
に
伴

っ
て
、
人
類
学
者
の
関
心
か
ら
は
取
り
残
さ
れ
て
い
っ

た
。し

か
し
、
今
世
紀
の
中
頃
か
ら
、
急
速
な
科
学
技
術
の
発
展
と
、
輸
送
手
段

の
発
達
に
よ
り
、
.西
欧
の
科
学
技
術
製
品
の
世
界
的
な
拡
散
が
か

っ
て
な
い
勢

い
で
始
ま

っ
た
。
そ
の
様
な
科
学
技
術
の
伝
統
的
な
社
会

へ
の
流
入
に
よ

っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
た
、
世
界
各
地
の
社
会
変
化
や
、
文
化
変
容
や
、
生
態
系
の
破

壊
に
伴

っ
て
、
社
会

・
文
化
人
類
学
に
お
け
る
技
術
に
対
す
る
関
心
が
再
び
高

ま
り
、
技
術
研
究
が
比
較
的
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
、

亡
び
行
く
未
開
社
会
を
記
録
し
、
救
い
出
す
た
め
に
、
西
欧
技
術
の
導
入
以
前

の
固
有
の
伝
統
社
会
を
再
構
成
す
る
と
い
う
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
サ
ル
ベ
ー
ジ
を
そ

の
目
的
と
し
て
い
た
。

プ
フ
ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ボ
ア
ズ
や
同
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
人

、

類
学
者
は
、
技
術
と
社
会
組
織
や
文
化
と
の
結
び
付
き
に
、
表
面
的
に
現
れ
た

も
の
以
上
の
も
の
を
見
な
か

っ
た
。
ボ
ア
ズ

の
主
要
な
関
心
は
む
し
ろ
、
異
な

っ
た
技
術
が
驚
く
ほ
ど
似
た
文
化
形
態
に
結
び
付
け
ら
れ
る
点
で
あ
り
、
ベ
ネ

デ

ィ
ク
ト
も
文
化
と
技
術
の
関
連
を
否
定
し
て
、
人
間
は
ど
の
様
な
技
術
発
達

の
状
態
で
あ

っ
て
も
、
多
様
な
神
々
を
作
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
語

っ
て
い

る
。
ま
た
ボ
ア
ズ
ら
と
は
異
な

っ
た
立
場
を
と

っ
て
い
た
ホ
ワ
イ
ト
や
、
そ
の

後
の
ハ
リ
ス
ら
は
技
術
の
社
会
的
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
が
、
彼
ら
の
技
術

観
は

一
般
的
で
図
式
的
な
技
術
決
定
論
で
、
技
術
と
社
会
や
文
化
と
の
多
様
な

(51
)

結
び
付
き
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
の
ほ
か
日
本
で
も
石
田
英
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一
朗
は
、
文
化
の
内
容
と
組
織
を
論
じ
る
中
で
、
文
化
を
構
成
す
る
も
の
を
技

術
と
価
値
、
社
会
と
言
語
の
4
つ
に
分
け
,
文
化
全
体
の
変
化
に
対
し
て
決
定

要
因
と
な
る
も
の
を
、
技
術
と
価
値
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ホ
ワ
イ
ト
に
通

r

(16
)

じ
る
図
式
的
な
技
術
決
定
論
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後

一
九
八
○
年
代
以
降
は
、
人
類
学
者
の
関
心
が
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な

未
開
社
会
か
ら
自
国
の
社
会
や
文
化

へ
と
向
い
は
じ
め
、
そ
の
中
で
技
術
研
究

へ
の
関
心
も
高
ま
り

つ
つ
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
今
世
紀
後
半
の
民

族
誌
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
技
術
研
究

の
中
か
ら
、
「
伝
統
社
会
」

に
お
け
る
技

術
研
究
の
事
例
を
通
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
類
学
に
お
け
る
技
術
研
究
の
方
向

を
探

っ
て
み
た
い
。

2

「
伝
統
社
会
」
と
現
代
技
術

昭
和

一
三
年

(
一
九
三
八
)
に
、
柳
田
國
男
に
よ
り
編
集
さ
れ
た

「
山
村
生

活

の
研
究
」
に
は
、
当
時
の
日
本
の
山
村
社
会
に
お
け
る
人

々
の
生
活
や
文
化

が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
収
め
ら
れ
た

「亡
び
た
職
業
」
で
は
、
木

挽
や
臼
造
り
等
の
山
村
に
お
け
る
多
く
の
伝
統
的
職
業
が

「
…
新
し
い
工
業
生

産
と
交
通
の
進
歩
に
伴
ひ
、
僻
す
う

の
山
村
に
さ
え
も
、
そ
の
居
所
を
得
る
こ

と
が
出
来
ぬ
運
命
に
お
か
れ
」
亡
び

て
ゆ
く
と
共
に
、
「
交
通
の
発
達
と
共
に

運
搬
方
法
が
変
わ
り
、
背
負
ひ
運
搬
が
馬
車
に
な
り
ト
ラ
ッ
ク
に
変
わ

っ
た
事

は
、
.こ
の
職
業
に
も
著
し
い
変
遷
を
も
た
ら
し
た
」
と
述
べ
、
工
業
的
に
生
産

さ
れ
た
商
品
の
流
入
と
、
交
通
手
段

の
発
達
に
よ
り
、
当
時
の
山
村
の
職
業
形

(17
)

態
が
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
様
子
を
記
録
し
て
い
る
。

こ
の
様
な
、
様
々
な
新
し
い
技
術
製
品
の
伝
統
社
会
へ
の
流
入
と
、
移
動
手

段
と
し
て
の
交
通
技
術
の
発
達
が
、
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
伝
統
的
な
職
業

を
亡
ぼ
し
、
そ
れ
に
変
わ
る
、
新
た
な
技
術
に
対
応
す
る
よ
う
な
新
し
い
職
業

や
文
化
を
生
み
出
し
て
い

っ
た
様
に
、
世
界
各
地
で
近
代
技
術
は
大
き
な
社
会

変
化
や
文
化
変
容
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
し
か
し
、
柳
田
が
技
術
そ
の
も
の

に
、
こ
れ
以
上
の
深
い
関
心
を
持
た
な
か

っ
た
と
同
様
、
多
く
の
人
類
学
者
は

近
代
技
術
と
、
社
会
や
文
化
と
の
関
係
に
大
き
な
注
意
を
払
う
ζ
と
は
な
か

っ

た
。
ホ
ー
ベ
ソ
は

「
人
類
学
者
と
開
発
」
の
中
で
、
米
国
の
人
類
学
者
は
、

一

九
四
〇
年
代
に
は
世
論
形
成
や
、
海
外
援
助
計
画
に
比
較
的
大
き
な
影
響
を
持

っ
て
い
た
が
、
七
〇
年
ま
で
に
は
そ
の
影
響
力
を
ほ
と
ん
ど
失

っ
て
し
ま

っ
た

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
社
会
変
化
を
説
明
す
る
、
人
類
学
に
お
け
る
技
術
論

(18
)

の
欠
如
が
、
大
き
な
理
由
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

一
九
三
〇
年
か
ら

一
.九
六
〇
年
に
か
け
て
の
人
類
学
に
お
け
る

(9正
)

技
術
研
究
の
休
眠
期
に
書
か
れ
た
民
族
誌
の
中
で
、
数
少
な
い
技
術
の
問
題
を

取
り
扱

っ
た
も
の
と
し
て
多
く
引
用
さ
れ
る
の
が
、

一
九
五
二
年
に
出
版
さ
れ

た

「技
術
変
化
に
お
け
る
人
間
の
諸
問
題
」
に
お
さ
め
ら
れ
た
、
ロ
ー
リ
ス
ト

ン

・
シ
ャ
ー
プ
の

「石
器
時
代
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
に
と

っ
て
の
鉄
斧
」
で

(20
)

あ

る
。(1

)
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
鉄
斧
の
事
例

シ
ャ
ー
プ
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ

ニ
の

一
つ
を
調
査
し
た
が
、

こ
の
集
団
は

一
九
三
〇
年
代
ま
で
外
界
と
の
接
触
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
昔
な
が

ら
の
狩
猟
採
集
生
活
を
送

っ
て
い
た
。
彼
ら
の
文
化
の
中
で
大
き
な
意
味
を
持
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っ
て
い
た
も
の
に
、
石
斧
が
あ

っ
た
。
石
斧
を
造
る
材
料
は
、
成
人
男
子
だ
け

が
手
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
製
作
だ
け
で
な
く
所
有
も
成
人
男
子

に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
石
斧
の
使
用
は
、
狩
猟
採
集
生
活
を
送
る
人

々
に
と

っ

て
日
常
生
活
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
特
別
の
場
合
を
除
い
て
女
性
や
子
供

に
も
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
女
性
や
子
供
は
あ
る
特
定
の
親

族
関
係
に
あ
る
、
石
斧
の
所
有
者
で
あ
る
成
人
男
性
に
依
頼
し
て
借
用
し
、
使

用
後
は
返
却
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。

こ
の
事
は
、
石
斧
の
製
作
と
所
有
だ
け
で

な
く
使
用
の
関
係
を
も
通
し
て
、
部
族
社
会
の
ハ
イ
エ
ラ
キ
ー
と
そ
れ
を
支
え

る
社
会
的
規
範
が
維
持
さ
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
斧
に
用
い

ら
れ
る
石
材
は
、
外
部
の
部
族
と
の
交
換
を
通
し
て
の
み
手
に
入
れ
ら
れ
る
も

の
だ

っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
交
換
を
通
し
て
の
外
部
世
界
と
の
接
触
も
成
人
男

子
に
独
占
さ
れ
て
い
た
。

石
斧
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
性
や

、
年
齢
や
、
親
族
関
係
を
定
義
す
る
た
め

に
機
能
す
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
ク
ラ
ン
で
は
石
斧
は
ト
ー
テ
ム
と
し
て
、
人

々
の
感
情
や
価
値
と
結
び
付
い
て
行
動
の
規
範
と
な

っ
て
い
た
。
ま
た
同
時
に

石
斧
は
ア
ボ
リ
ジ

ニ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
も
結
び
付
い
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
、

現
実
の
彼
ら
の
技
術
や
行
動
の
全
て
が
、
神
話
を
通
し
て
石
斧
と
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ア
ボ
リ
ジ

ニ
の
社
会
に
も
、
宣
教
師
達
を
通
し
て
鉄

製
の
斧
が
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
宣
教
師
達
は
、
鉄
斧
の
増
加

が
人

々
の
生
活
向
上
に
つ
な
が
る
と
考
え
、
男
女
、
成
人
子
供
を
問
わ
ず
、
機

会
あ
る
毎
に
人

々
に
無
差
別
に
斧
を
与
え
た
。
鉄
製
の
斧
は
、
機
能
的
に
劣
る

石
斧
に
容
易
に
お
き
替
わ

っ
た
が
、
人
々
の
生
活
が
そ
れ
に
よ
り
向
上
す
る
わ

け
で
は
な
か

っ
た
。
彼
ら
は
、
鉄
斧
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
余
分
な
時
間
を
、
生

活
条
件
の
向
上
で
な
く
睡
眠
に
向
廿
た
だ
け
で
あ

っ
た
。

一
方
、
女
性
や
子
供

達
が
与
え
ら
れ
た
鉄
斧
を
所
有
し
、
自
由
に
使
う

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る

と
、
従
来
の
石
斧
の
独
占
を
通
じ
た
、
成
人
男
性
中
心
の
社
会
関
係
と
価
値
体

系
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
ま
た
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
石
斧

の
ト
ー
テ
ム

体
系
を
通
し
た
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
有
効
性
を
失
い
、
鉄
斧
の
流
入
後
の
社
会
を

神
話
的
世
界
観
で
解
釈
し
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
大
き
な
混
乱
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
.状
況
に
つ
い
て
、
シ
ャ
ー
プ
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
住
民
文
化
の
非
常
に
多
く
の
側
面
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
、
観
念
体

系

の
崩
壊
に
と
も
な

っ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
地
域
以
外
で
は
か

っ
て
記
録
さ

れ
た
こ
と
が
無
い
よ
う
な
、
急
激
で
徹
底
的
な
文
化
の
崩
壊
と
個
人
の
混
乱
が

も
た
ら
さ
れ
た
。
安
定
し
た
環
境
で
文
化
的
安
定
を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
観
念

体
系
の
支
え
が
無
く
な

っ
て
し
ま
う
と
、
土
着
の
行
動
や
感
情
や
価
値
は
、
外

部
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
新
し
い
現
実
に
対
応
す
る
に
は
、
明
か
に
融
通
が
き

が
な
す
ぎ
る
た
め
に
簡
単
に
亡
び
て
し
ま

っ
た
。
そ
し
て
、
あ
と
に
は
無
気
力

(21
V

が
支
配
し
た
。」

こ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
西
欧
の
進
ん
だ
科
学
技
術
が
無
差
別
に
社
会
に

流
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
無
力
な
未
開
社
会
の
文
化
と
社
会
構
造
を
、
容
易
に

破
壊
し
て
ゆ
く
と
い
う
図
式
を
批
判
す
る
の
は
容
易
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
技
術
決
定
論
の
典
型
的
な
姿
で
あ
り
、
石
斧

が
い
か
に
ア
ボ
リ
ジ

ニ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
、
現
実
の
生
活

に
於
て
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
は
あ

っ
て
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も
、
新
た
に
宣
教
師
達
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
西
欧
の
鉄
製
の
斧
が
、
実
際
に

ど
の
様
に
使
用
さ
れ
、
所
有
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
の
記
述
や
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
未
開
技
術
と
し
て
の
石
斧
は
社
会
的

・

(22
)

文
化
的
文
脈
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
欧
社
会
の
科
学
技
術
製
品

と
し
て
の
鉄
斧
は
機
能
的
優
位
性
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
、
未
開
社
会
を
大
き

く
変
化
さ
せ
る
圧
倒
的
な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
、

コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り

離
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
ま
た
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
近

代
的
な
科
学
技
術
の
浸
透
に
よ
ゆ
亡
び
つ
つ
あ
る
、
神
話
的
石
器
時
代
を
生
き

る
未
開
社
会
を
眺
め
る
、
ナ
イ
ー
ブ

な
人
類
学
者
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

民
族
誌
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
消
え
去
り
行
く
文
化
を
記
述
し
書
き
残
す
こ

と
に
よ

っ
て
救
済
す
る
と
い
う
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
.ジ

ェ
ー
ム
ズ

・
ク
リ
フ

ォ
ー
ド
が

「民
族
誌
的
パ
ス
ト
ラ
ル
」
と
呼
ぶ
、
郷
愁
を
誘
う
未
開
社
会
の
姿

」

(お
)

で
あ
ろ
う
。

・こ
の
よ
う
な
民
族
誌
で
は
、
未
開
社
会
の
伝
統
技
術
に
関
し
て
は
広
い
社
会

構
造
や
伝
統
文
化
と
の
関
わ
り
で
、
機
能
や
意
味
を
分
析
し
て
い
る

一
方
で
、

近
代
的
な
技
術
に
つ
い
て
は
、
プ
フ

ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
機

能
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
意
味
は
表
面
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
、
未
開
技

術
と
は
断
絶
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

次
に
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
科
学
技
術
製
品
の
社
会

・
文
化
的
影
響
に
つ
い

て
の
人
類
学
研
究
の
も
う

一
つ
の
例
と
し
て
、
西
欧
技
術
の
側
に
焦
点
を
当
て

た
、

一
九
七
二
年
に
発
表
さ
れ
た
ウ
ガ
ソ
ダ
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
に
つ
い
て
の
事

例
を
通
し
て
紹
介
す
る
。

(2
)
ウ
ガ
ン
ダ
の
ラ
ジ
オ
の
事
例

ロ
ビ

ン
ス
と
キ
ル
ブ
リ
ッ
ジ
は
、
現
在
の
南
ウ
ガ

ン
ダ
の
農
村
地
帯
に
お
い

て
、
西
欧
社
会
か
ら
の
技
術
製
品
の
導
入
に
よ
る
社
会
的
影
響
を
調
査
し
た
。

そ
の
調
査
対
象
は
、
ラ
ジ
オ
、
自
転
車
、
石
油
ラ
ン
プ
、
ミ
シ
ソ
等
多
様
な
項

目
に
上

っ
て
お
り
、
ロ
ビ

ン
ス
ら
は
そ
れ
ら
の
小
規
模
技
術
を
、
広
範
な
環
境

変
化
を
伴
う
ダ
ム
や
潅
が
い
や
工
場
や
近
代
都
市
建
設
な
ど
の
大
規
模
な
技
術

と
区
別
し
て
、

マ
イ
ク
ロ
技
術

(]≦
搾
吋9
Φoげ
ロ
2
0黷

)
と
呼
ん
で
い
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
中
の
ラ
ジ
オ
の
事
例
だ
け
を
紹
介
す
る
。

そ
の
地
域
で
ラ
ジ
オ
は
、
自
転
車
と
並
ん
で
最
も
人
々
の
欲
し
が
る
技
術
製

品
で
あ
り
、
高
価
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
所
有
者
は
急
速
に
増
加
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
ラ
ジ
オ
は
家
族
の
出
来
事
や
離
れ
た
親
族
に

つ
い
て
の
情
報
源
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
外
の
世
界
の
情
報
を
も
た
ら
し
人
々
を
退
屈
か
ら
解
放
す
る
と

共
に
、
よ
り
広
い
外
部
世
界
と
の
新
た
な
社
会
的
結
合
を
創
り
出
し
て
い
る
。

旧
ビ
ン
ス
ら
は
、
そ
の

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、

一
九
六
九
年
に
ロ
ー
マ

法
王
が
ウ
ガ
ン
ダ
を
訪
れ
た
と
き
の
様
子
を
報
告
し
て
い
る
。

国
民
の
多
く
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ウ
ガ
ン
ダ
で
は
、
訪
問
先
の
ヵ
ン
パ

ラ
を
中
心
に
、
法
王
の
訪
問
予
定
の
6
カ
月
以
上
前
か
ら
盛
大
な
公
式
歓
迎
の

準
備
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
農
村
地
帯
の
ル
ソ
ジ
で
も
そ
の
情
報
は
ラ
ジ
オ
や

数
少
な
い
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
じ
て
連
日
人
々
に
知
ら
さ
れ
、
多
く
の
家
庭
で
歓

迎
パ
ー
テ
ィ
ー
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ビ

ン
ス
ら
の
参
加
し
た
パ
ー
テ
ィ
ー

は
訪
問
当
日
の
午
前
中
か
ら
開
か
れ
、
人
種
や
年
齢
、
宗
教
を
問
わ
ず
、
多
く

の
人
々
が
参
加
出
来
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
伝
統
的
な
歌
や
踊
り

な
ど
の
伝
統
文
化
が
、
ラ
ジ
オ
を
通
し
て
放
送
さ
れ
る
ロ
ー
マ
法
王
の
訪
問
と
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い
う
近
代
的
国
家
行
事
の
ラ
ジ
オ
放
送
と
同
時
に
演
じ
ら
れ
る
他
、
ラ
ジ
オ
の

カ

ソ
パ
ラ
で
の
行
事
と
同
期
し
て
賛
美
歌
や
祈
り
が
行
わ
れ
、
夜
ま
で
続
く

パ
ー
テ
ィ
ー
の
間
中
ラ
ジ
オ
が
鳴
り
続
け
る
。
こ
の
出
来
事
を
ロ
ビ
ン
ス
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
こ
の
偉
大
な
国
家
行
事
の
日
に
、
ル
ソ
ジ
の
人

々
は
、
ラ
ジ
オ
を
通
し
て

近
代
的
国
民
文
化
と
の

一
体
感
を

感
じ
た
し
、
事
実
そ
の
通
り
だ

っ
た

の

(42
)

だ
。」こ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ラ
ジ
オ
が
親
類
縁
者
の
消
息
や
首
都
で
の
出

来
事
な
ど
、
遠
隔
地
の
情
報
を
短
時
間
に
地
域
の
人
々
に
伝
え
て
、
よ
り
広
い

外
部
世
界
の
親
族
や
、
出
来
事
な
ど
に
地
域
の
人
々
を
結
び
付
け
る
だ
け
で
な

く
、
国
民
的
行
事

の
共
有
を
通
し
て
、
村
や
部
族
を
超
え
た
国
家
的
規
模
で
の

出
来
事
に
人
々
を
参
加
さ
せ
、
伝
統

的
な
部
族
組
織
や
階
層
を
超
え
た
人
々
を
、

近
代
的
国
家
と
い
う
新
た
な
枠
内
に
取
り
込
ん
で
、
国
民
国
家
と
い
う

一
つ
の

共
同
体

へ
と
向
か
わ
せ
る
大
き
な
力
と
な

っ
て
い
る
姿
で
あ
る
。
同
時
に
地
域

の
レ
ベ
ル
で
は
ラ
ジ
オ
を
持

つ
人
々
が
、
階
層
や
人
種
な
ど
を
超
え
て
、
ラ
ジ

オ
を
持
た
ぬ
人
々
を
集
め
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
社
会
関
係
を
再
構
築
す
る

場
と
も
な

っ
て
い
る
。

こ
の
事
例
で
は
西
欧
技
術
に
焦
点
を
当
て
て
、
ラ
ジ
オ
と
い
う
西
欧
の
科
学

技
術
に
よ
る
伝
統
社
会

へ
の
イ

ン
パ

ク
ト
が
分
析
さ
れ
て
炉
る
が
、
こ
こ
で
は

ラ
ジ
オ
の
導
入
以
前
の
伝
統
的
な
情
報
伝
達
手
段
に
つ
い
て
の
記
述
は
ほ
と
ん

ど
な
く
、
西
欧
技
術
の
機
能
的
優
位
性
と
、
伝
統
社
会
に
よ
る
受
容
と
社
会
的

・
文
化
的
変
容
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
、
西
欧
の
科
学
技
術
は
伝
統
社
会
の
文

化
や
社
会
、
そ
れ
に
土
着

の
技
術
の
上
に
接
き
木
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
断
絶

し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
科
学
技
術
の
伝
統
社
会

へ
の
導
入
に
よ
る
影
響
は
、
上
の
二
つ
の

事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
技
術
に
内
在
す
る
機
能
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
な

く
、
そ
の
技
術
を
受
け
入
れ
る
社
会
の
、
歴
史
的
、
社
会
的
、
文
化
的
、
生
態

学
的
な
外
的
条
件
に
よ
っ
て
様

々
な
異
な
る
意
味
と
影
響
を
持

つ
で
あ
ろ
う
。

ペ
ル
ト
は
、

一
九
六
〇
年
代
に
な

ρ
て
人
類
学
に
お
け
る
技
術

へ
.の
関
心
が
再

び
高
ま

っ
て
き
た
背
景
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
第

一
に
、

生
態
学
的
な
研
究

へ
の
関
心
の
高
ま
り
。
第
二
に
、
考
古
人
類
学
学
的
な
調
査

の
進
展
に
よ
る
、
人
類
の
起
源

へ
の
関
心
の
再
生
。
最
後
に
、

一
九
六
〇
年
代

後
期
に
な

っ
て
、
環
境
破
壊
に
た
い
す
る
大
衆
的
、
科
学
的
関
心
が
高
ま
り
、

技
術
変
化
と
技
術
革
新
が
社
会
関
係
や
、
文
化
的
価
値
や
態
度
や
、
心
理
機
能

(25
)

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
事
。

(3
)
北
極
地
帯
の
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
の
事
例

こ
の
よ
う
な
、
生
態
系
や
環
境
と
い
っ
た
1
9
6
0
年
代
後
半
か
ら
現
れ
た

新
た
な
要
素
を
考
慮
し
て
、
厳
し
い
生
態
系
や
環
境
の
制
約
の
も
と
で
導
入
さ

れ
た
西
欧
の
科
学
技
術
を
調
査
し
た
も
の
と
し
て
は
、
ペ
ル
ト
と
ミ

ュ
ー
ラ
ー

・
ワ
イ
ル
に
よ
る
、
フ
ィ
ソ
ラ
ン
ド
や
カ
ナ
ダ
の
北
極
地
帯
に
お
け
る
ス
ノ
ー

モ
ー
ビ
ル
の
導
入
が
、犬
ぞ
り
に
頼

っ
て
い
た
ラ
ッ
プ
人
達
の
社
会
と
文
化
を
、

ど
の
様
に
変
化
さ
せ
た
か
に
つ
い
て
の
調
査
例
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ペ
ル
ト
ら
は
、
北
極
地
帯
の
多
く
の
地
域
で
の
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
の
使
用

に
よ
る
伝
統
的
な
社
会
生
活

へ
の
影
響
の
調
査
を
行

っ
た
が
、
あ
る
地
域
で
は

環
境
の
悪
化
、
事
故
の
続
発
、
犬
ぞ
り
用
の
犬
の
減
少
に
よ
る
生
態
系
の
変
化
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等
の
破
壊
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
他
の
地
域
で
は
社
会
活
動

の
範
囲
の

広
が
り
や
、
医
療
面
で
の
改
善
、
生
活
の
向
上
等
の
、
好
ま
し
い
影
響
を
与
え

て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
地
域
で
は
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
の
導
入
が
進

ん
で
い
る

一
方
で
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ

ル
の
ス
ピ
ー
ド
が
経
済
的
利
益
に
結
び
付

か
な
い
生
態
的
条
件

の
と
こ
ろ
で
は
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
の
使
用
は

コ
ス
ト
的

に
見
合
わ
な
い
た
め
、
「
エ
ス
キ
モ
ー
は
犬
を
手
放
さ
な
い
」
と
い
う
。
こ
れ

ら
の
事
か
ら
、
「
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
革
命
」

の
比
較
研
究
を
行
う
た
め
に
は
、

ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
の
影
響
を
単
独
で
取
り
出
す
の
で
な
く
、
経
済
条
件
、
社
会

条
件
、
環
境
条
件
う
生
態
的
条
件
な

ど
、
多
く
の
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

(26
)

ら
な
い
と
い
う
。

こ
こ
忙
あ
げ
た
3

つ
の
事
例
研
究

で
は
、
「
伝
統
社
会
」
の
土
着
の
技
術
と
、

西
欧
の
科
学
技
術
を
見
る
視
点
は
様

々
で
あ
る
。
ま
た
、
技
術
の
社
会
的

・
文

化
的
影
響
に
つ
い
て
の
分
析
に
含
ま
れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
も
多
様
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
全
て
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
第
1
に
、
「伝
統
社
会
」
に

お
け
る
土
着
技
術
の
意
味
が
石
斧
の
例
の
よ
う
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
あ

っ
て
も
、
「
伝
統
社
会
」
に
お
け
る
西
欧
の
技
術
は
、
ど
の
様
に
う
ま

く
必
要
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出

来
る
か
と
い
う
機
能
に
還
元
さ
れ
て
し
ま

い
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
プ

フ
ァ
フ
ェ
ツ
バ
ー
ガ
ー
の
言
う
よ
う

に
、
西
欧
の
技
術
は
必
要
を
満
た
す
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
二
次
的
、
表
面
的
な
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
ら

れ
て
い
な
い
。

第
2
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
に
み
ら
れ
る
、
西
欧
技
術
に

よ
る

「伝
統
社
会
」
の
社
会
構
造
や
文
化
の
再
構
成
と
い
う
図
式
の
背
景
に
あ

っ
た
の
が
、
近
代
技
術
が

「
伝
統
社
会
」
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
る
社
会

変
化
を
、西
欧
の
近
代
技
術
と
未
開
社
会
の
伝
統
技
術
と
い
う
二
分
法
で
眺
め
、

技
術
に
よ
る
社
会
の
変
容
を
語
る
技
術
決
定
論
で
あ
る
。
鉄
斧
と
石
斧
、
ラ
ジ

オ
と
伝
聞
情
報
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
と
犬
ぞ
り
、
と
い

っ
た
二
種
類
の
技
術
を

切
り
離
し
て
伝
統
社
会
の
社
会
変
化
を
語
る
の
は
、
土
着
の
技
術
が
い
か
に
深

く

「伝
統
社
会
」
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
か
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
、
西
欧
の

科
学
技
術
が
い
か
に
機
能
的
に
優
れ
て
い
る
か
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
、
ま
た
、

い
ず
れ
の
技
術
を
選
択
す
る
か
は
、
生
態
系
を
含
む
様
々
な
条
件
に
よ

っ
て
決

定
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
、
プ

フ
ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
言
う
よ
う
な
、
二

つ
の
技
術
問
の
単
線
的
進
歩
に
還
元
す
る
、
西
欧
的
な
バ
.イ
ア
ス
の
か
か

っ
た

二
分
法
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

「伝
統
社
会
」
の
崩
壊
を
嘆
き
そ
の
保
存
を

求
め
る
の
で
あ
れ
、
近
代
技
術
に
よ
る

「伝
統
社
会
」
の
近
代
化
を
評
価
す
る

の
.で
あ
れ
、
二
つ
の
技
術
と
そ
の
背
景
に
あ
る
多
様
な
社
会
や
文
化
を
無
視
し

て
、
断
絶
し
た
も
の
と
し
て
眺
め
る
モ
ダ

ニ
ス
ト
的
視
点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に

「生
態
系
」
や

「環
境
」
や

「国
民
国
家
」
と
い
っ
た
新
た
な
要
素
を
組
み
入

れ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
伝
統
と
近
代
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
二
分
法
を
背
景

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
(
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
)
未
来
派
的
な
も
の
と
虚
無
的
な
も
の
、
革
命
的
な
も

の
と
保
守
的
な
も
の
、
ロ
マ
ン
的
な
も
の
と
古
典
的
な
も
の
の
風
変
り
な
混
合

物
で
あ
る
。
そ
れ
は
技
術
時
代
の
賞
賛
で
あ
り
非
難
で
あ
る

…
そ
れ
は
文
化
の

古
い
時
代
溺
終
わ

っ
た
と
い
う
強
い
確
信
と
、
そ
の
恐
怖
に
直
面
し
て
の
深
い

(27
)

絶
望
で
あ
る
。」

ま
た
こ
の
見
方
は
、
英
国
の
社
会
人
類
学
、
米
国
の
文
化
人
類
学
、

一
部
の
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フ
ラ
ソ
ス
社
会
学
等
の
近
代
人
類
学
が

「未
開
社
会
」
を
調
査
し
分
析
す
る
場

.合
に
用
い
て
き
た
視
点
に
等
し
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
近
代
人
類
学

で
は
、
調
査
対
象
の
社
会

・
文
化
と

、
そ
れ
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
影
響
を
別

馳

の
も
の
と
し
て
扱
い
、
外
部
か
ら
の
影
響
を
除
い
た
社
会
や
文
化
が
本
来
の
社

会

・
文
化
だ
と
し
て
、
「伝
統
社
会
」
を
抽
出
す
る
の
に
選
別
操
作
を
行

っ
て

き
た
。
人
類
学
に
お
け
る

「未
開
」
概
念
を
支
え
た
方
法
と
理
論
に
つ
い
て
の

分
析
の
中
で
、
清
水
昭
俊
は
初
期
の
近
代
人
類
学
者
だ
け
で
な
く
、
近
代
西
欧

社
会
に
共
通
に
存
在
し
て
き
た
類
型
的
思
考
の
背
後
に
あ

っ
た
、
先
験
的
な
方

程
式
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
固
有

の
社
会

・
文
化
、
そ
の
衰
退
」
+

「外
的
影
響
」

(跳
)

11

「調
査
地
の
社
会

・
文
化
、
そ
の
現
状
」

人
類
学
者
は
、
こ
の
方
程
式
を
逆
向
け
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、
参
与
観
察
の
結

果
得
ら
れ
た
調
査
地
の
現
状
か
ら
、
外
的
要
素
を
分
析
的
に
除
去
し
て

「
伝
統

(29
)

社
会
」
を
再
構
成
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
た
社
会
像
を
民

族
誌
的
現
在

(卑
巨
。
讐
碧
臣
。
嘆
Φ。・Φ
暮
)
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
外
部
の
影

響
を
固
有
の
社
会
や
文
化
と
は
異
質

の
も
の
と
し
て
見
る
こ
の
よ
う
な
文
化
観

か
ら
は
、
西
欧
の
科
学
技
術
は
伝
統
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
ら

れ
て
し
ま
ヶ
だ
ろ
う
。
ま
た
、
西
欧
技
術
な
ど
の
外
的
影
響
に
よ

っ
て
生
み
出

さ
れ
た
社
会
や
文
化
も
ま
た
、
固
有

の
社
会

・
文
化
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て

伝
統
社
会
の
外
側
に
位
置
づ
け
ら
れ

、

一
方
で
西
欧
社
会
の
カ
リ
カ
チ

ュ
ア
と

し
て
人
類
学
的
関
心
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
七
ま
う
。

し
か
し
、
二
つ
の
文
化
の
出
会
い
は
、
進
ん
だ
文
化
に
よ
る
劣

っ
た
文
化
の

支
配
、
と
言

っ
た
単
純
な
形
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
は
る
か
に
複
雑
な

プ

ロ
セ
ス
と
、
多
様
な
結
果
を
生
み
出
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
西
欧
的
な
科

学
技
術
の
導
入
は
、
こ
の
よ
う
な
技
術
観
に
よ

っ
て
描
か
れ
る
民
族
誌
の
よ
う

に
、
「伝
統
社
会
」
の
中
に
近
代
を
単
純
に
持
ち
込
ん
だ
様
な
、
異
質
な
社
会

や
文
化
を

一
方
的
に
作
り
出
す
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な
社
会
の
中
で
、
伝
統

文
化
や
伝
統
技
術
と
の
相
互
作
用
に
よ

っ
て
そ
の
社
会
固
有

の
新
た
な
文
化
を

生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
が
創
り
出
さ
れ
る
例
と
し
て
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
カ
セ

ッ
ト
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

(4
)
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ラ
ジ
オ
カ
セ
ッ
ト
の
事
例

関
本
照
夫
は
、
人
類
学
に
お
け
る
歴
史
と
は
、
出
来
上
が

っ
て
客
体
化
さ
れ

た
歴
史
を
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
再
構
成
す
る
事
で
は
な
く
、
行
為
の
痕

跡
、
し
る
し
、
記
録
、
あ
る
い
は

「
モ
ニ
ュ
メ
ソ
ト
」
と
し
て
歴
史
を
生
成
し

よ
う
と
す
る
過
程
を
と
ら
え
る
事
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て

「
モ
ニ
ュ
メ
ソ
ト

と
し
て
の
歴
史
」
の
中
で
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

1
9
7
0
年
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
ラ
ジ
オ

・
カ
セ

ッ
ト
が
急
速
に
普
及

し
た
。
そ
の
結
果
、
各
家
庭
ご
と
に
行
わ
れ
る
通
過
儀
礼
や
、
暦
の
上
の
儀
礼

の
際
に
は
、
ラ
ジ
オ

・
カ
セ
ッ
ト
が
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
に
つ
な
が
れ
て
、
か

な
り
名
の
知
ら
れ
た
影
絵
芝
居
の
人
形
師
た
ち
の
語
り
の
声
が
、

一
晩
中
大
き

な
音
で
流
さ
れ
る
様
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
共
に
小
さ
な
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
ー
の
中
の
ア
マ
チ

ュ
ア
的
人
形
師
達
は
、
ラ
ジ
オ
カ
セ
ッ
ト
に
上
演
の
機
会

を
奪
わ
れ
、
影
絵
芝
居
を
上
演
し
て
僅
か
な
収
入
を
得
る
機
会
が
な
く
な

っ
て

・
い
っ
た
。
し
か
し
ラ
ジ
オ

・
カ
セ
ッ
ト
が
与
え
た
影
響
は
、
こ
の
様
な
西
欧
文

化
と
の
接
触
に
よ
る
土
着
の
人
形
師
達
の
衰
退
と
い
う
ゆ
た
ち
の
、
ス
テ
レ
オ
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タ
イ
プ
な
伝
統
文
化
の
変
容
だ
け

で
は
な
か

っ
た
。

ジ
ャ
ワ
の
村
民
た
ち
は
、
こ
の
変
化
を
誰
も
が
安
い
費
用
で

「優
れ
た
人
形

師
の
上
演
」
に
親
し
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

っ
た
と
し
て
、
大
変
良
い
こ

と
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
劣

っ
た
上
演
に
対
す
る
優
れ
た
上
演
と

い
う
、
「優
れ
た
人
形
師
の
上
演
」

の
概
念
が
固
定
さ
れ
、
普
遍
的
に
共
有
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
は
外
部
の
人
間
に
よ

っ
て
、
こ
れ

は
ジ

ャ
ワ
文
化
だ
と
客
体
的
に
認
識

さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
ジ
ャ
ワ
の
人
々
の

中
に
観
念
と
し
て
成
立
し
て
ゆ
く
過

程
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
彼
ら
の
生
活
に
、

よ
り
広
い
民
族
や
民
族
国
家
と
い

っ
た
脈
絡
と
結
び
付
い
た
、
新
し
い
歴
史
意

識
、
空
間
意
識
を
作
り
出
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
は
外
部
か
ら
の

技
術
製
品
を
通
し
て
、
伝
統
社
会
に
非
常
に
広
い
共
同
体
を
包
む

一
つ
の
範
型

(30
)

が
形
作
ら
れ
る
過
程
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
の
言
う

「伝
統
の
創

(31
V

造
」
で
あ
る
。

・こ
の
様
に
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
ラ
ジ
オ

・
カ
セ
ッ
ト
の
事
例
は
、
ウ
ガ

ン
ダ

の
事
例
の
よ
う
に
、
単
に

「
伝
統
社
会
」
に
と

っ
て
の
外
的
要
素
で
あ
る
科
学

技
術
が
文
化
変
容
を
引
き
起
こ
す
の
で
な
く
、
伝
統
社
会
自
体
が
西
欧
社
会
の

科
学
技
術
と
伝
統
社
会
の
文
化
を
用

い
て
、

一
つ
の
新
た
な

「伝
統
文
化
」
を

生
み
出
し
た
例
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
事
は
、
西
欧
的
な
科
学
技
術
が
、
文
化

的
真
空
地
帯
と
し
て
の

「伝
統
社
会
」

へ
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
め
込
ま
れ
て
行

く
の
で
な
く
、
ま
た
接
き
木
さ
れ

る
の
で
な
く
、
「伝
統
社
会
」
自
体
が
新
た

な
技
術
を
そ
の
社
会
的
文
脈
で
消
化
し
吸
収
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
従
来

の
文

化
を
発
展
さ
せ
る
形
で
の
新
た
な
文
化
を
作
り
出
し
て
い
る
姿
を
示
し
て
い

る
。
こ
こ
で
の
ラ
ジ
オ
カ
セ

ッ
ト
は
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
社
会
や
文
化
か
ら
取

り
除
く
こ
と
が
可
能
な
外
的
要
素
な
ど
で
は
な
く
、
伝
統
楽
器
の
よ
う
に
住
民

の
社
会

・
文
化
と
有
機
的
に
結
び
付
い
た

一
部
分
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
ご
に
み
ら
れ
る
西
欧
技
術
の
姿
は
、
先
に
み
た
よ
う
な

「伝
統
社
会
」
に

持
ち
込
ま
れ
た
異
物
と
し
て
の
科
学
技
術
で
な
く
、
伝
統
的
な
社
会
や
文
化
の

一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
再
解
釈
さ
れ
、
新
た
な

「伝
統
文
化
」
を
生
み
出
し
て

「伝
統
社
会
」
の

一
つ
の
構
成
要
素
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
で
あ
る
。

こ
の
汝
う
な

「
伝
統
社
会
」
に
お
け
る
科
学
技
術
の
再
解
釈
と
再
構
築
を
描
く

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
人
類
学
に
お
け
る
技
術
研
究
の

一
つ
の
方
向
を
示
し
て

い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

3

こ
れ
か
ら
の
人
類
学
的
技
術
研
究

世
界
規
模
で
の
商
品
や
情
報
の
拡
散
が
進
み
、
産
業
化
や
商
品
経
済
化
が
進

展
す
る
現
代
社
会
で
、
周
縁
に
位
置
す
る

「伝
統
社
会
」
の
社
会
変
化
も
急
速

に
進
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
を
、
「世
界
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
外
部

世
界
か
ら
の
強
い
影
響
と
、
ロ
ー
カ
ル
な
伝
統
的
社
会
と
文
化
が
相
互
作
用
す

る
場
と
し
て
通
時
的
に
捉
え
る
に
は
、
様

々
な
角
度
か
ら
の
接
近
が
可
能
で
あ

(32
)

る
。
し
か
し
そ
の
様
な
社
会
に
お
け
る
問
題
と
し
て
、
開
発
援
助
、
商
品
経
済

化
、
産
業
化
、
都
市
化
、
メ
デ

ィ
ア
の
発
達
、
生
態
系
の
破
壊
な
ど
、
ど
れ
を

取
り
上
げ
て
も
、
社
会
変
化
や
文
化
変
容
の
媒
体
と
な

っ
て
い
る
の
は
近
代
技

術
で
あ
り
、
そ
の
様
な
変
化
に
伴
う
諸
問
題
を
理
解
す
る
上
で
、
技
術
研
究
は

不
可
欠
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
人
類
学
で
の
技
術
研
究
に
は
、
ど
の

様
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
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人
類
学
に
お
い
て
は
、
参
与
観
察
に
よ
る
密
度
の
高
い
民
族
誌
を
、
そ
の
調

査
対
象
の
持

つ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
沿

っ
て
、
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
く
こ
と

が
行
わ
れ
る
。
現
代
技
術
も
、
社
会
や
文
化
か
ら
切
り
離
し
可
能
な
単
な
る
物

質
文
化
の

一
要
素
で
は
な
く
、
プ

フ
ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
が

「社
会
技
術
体
系
」

と
呼
ぶ
よ
う
な
、
様

々
な
社
会
的
、
文
化
的
、
歴
史
的
、
経
済
的
、
生
態
学
的

(33
)

要
素
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
、
ひ
と
つ
の
体
系
で
あ
る
。
今
後
の
技
術
研
究
に
お

い
て
、
こ
の
様
な
社
会
変
化
と
不
可
分
の
現
代
技
術
を
、
人
類
学
的
方
法
と
し

て
の
参
与
観
察
と
全
体
論
的
視
点
か
ら
、
人
々
の
与
え
る
価
値
や
理
解
や
解
釈

に
よ
り
織
り
な
さ
れ
た

一
つ
の
体
系

と
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
有
効
な
ア
ブ

(鈎
)

ロ
ー

チ

の

一
つ
で

あ

ろ

う

。

(35
V

し
か
し
、
文
化
を

「
象
徴
と
意
味

の
体
系
」
と
見
る
解
釈
学
的
人
類
学
に
は
、

い
く

つ
か
の
批
判
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
「権
力
と
搾
取
の
問
題
を

(36
)

周

縁

化

し

」

、

「
権

力

、
利

害

関

係

、
経

済

と

い

っ
た

『
冷

た

い
』

『
ハ
ー

ド
』

(37
)

な
問
題
を
除
外
し
て
き
た
」

の
で
あ
り
、
「技
術
を
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
思
わ

(認
)

(蹲
)

せ
」
、
「文
化
を
物
質
的
な
プ

ロ
セ

ス
と
無
関
係
な
も
の
と
見
な
す
」
よ
う
に

な

っ
た
と
言
う
も
の
で
あ
,る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
除
外
さ
れ
無
視
さ
れ
て
き
た

と
さ
れ
る
、
「冷
た
い
」
「
ハ
ー
ド
」
な

「物
質
」
文
化
と
し
て
の
み
技
術
を
理

解
す
る
の
は
、
先
に
プ

フ
ァ
フ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
批
判
し
た
、
技
術
を
社
会
的

コ
ソ
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
物
質
的
要
素
と
み
る
、
基
準
的
視
点
を
反

映
し
た
も
の
で
し
か
な
い
。
裏
返
せ
ば
、
解
釈
学
的
視
点
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、

従
来
欠
け
て
い
た
、
熱
く
ソ
フ
ト
な
、
象
徴
的
文
化
と
し
て
の
技
術
を
捉
え
、

従
来
の
人
類
学
に
お
け
る
技
術
研
究
で
欠
落
し
て
い
た
側
面
を
埋
め
る
こ
と
が

出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
の
様
な
試
み
は
、
既
に
い
く

つ
か
の
人
類
学
研
究
に
み
ら

(40
V

れ
る
が
、
今
後
さ
ら
に
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
、
現
代
技
術
を
通
し
て
社
会
の
変

容
を
理
解
し
、
技
術
の
関
与
す
る
数
多
く
の
問
題
を
解
決
し
て
行
く
可
能
性
を

(41
)

持

っ
た

、

一
つ
の
有

効

な

方

法

と

い

え
る

だ

ろ

う

。
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上
の
操
作

の

一
方
法

に
す
ぎ
な

い
の
だ

(
オ
ク
タ
ビ

オ

・
パ

ス
の
引
用
)
』
。

テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
理
念
が
本
質
的

に
持

つ
ニ
ヒ

リ
ズ

ム
の
根
拠
は
…
そ
れ
が
既
存

の
価

値
体
系

に
対
し
て
な
ん

の
発

言
も
行
わ
な

い
、
『
意
味

』
を
欠

い
た

理
念

で
し
か

な
か

っ
た

こ
と

に
あ
る

の
だ
。
」

今
福
龍
太
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感
覚

の
天
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た
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切

こ
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他
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ク
リ
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フ
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・
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ナ
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技
術
に

っ
い
て
の
基
本
的

な
見

方
と
し
て
、
技
術
決
定
論
と
社
会
決
定
論
を
挙
げ
て
い
る
。
キ
ー
ナ
ー
に
よ

っ
て
、

技
術
決
定
論

の
背

後
に
あ
る
と
さ
れ
る
4

つ
の
視
点

は
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第

1
に

「
中
立
的
技
術

観
」
。
第

2
に
は
、
「
癒
し
と
し

て
の
技

術
観
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。
第

3
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歴
史
の
駆
動
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と
し

て

の
技
術
観
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し
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第
4

に
は

「
社

会
進
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と
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の
技
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が
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る
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一
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見
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術
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創
造
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偏
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い
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と

い
う
見
方
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2
に
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コ
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要
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強
調
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る
見
方
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し
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             Modern Technology and Social Change: 

         toward an Anthropological Study of Technology 

   It is difficult to ignore modem technology in the modem world rapidly changing by verious tech-

nologies. For the modem technology study, anthropological perspective framing the issue holistica-

fly in the context by ethnographic method is methodologically crucial. Nevertheless, technology study 

has been traditionally marginal in the discipline. 

   As Pfaffenberger points out, one of the reasons for this marginality is the uncritical 'Standard 

View' of technology in western discourse that regards it as a mere functional element or as material 

culture. Such mythological standard view reflects on traditional anthrolological methodology which 

reconstructs traditional society as 'ethnographic present'. The reconstruction results in the view of 

technology as mere artifact and places boundaries between traditional society or traditional technology 

and modem technology. That can still be seen in the ethnographic studies of technology in the latter 

part of this century. 

   Since 1980, verious anthropological works have merged to study technology as reconstructed and 

reinterpreted, and to study as technological system. In the presented paper, I propose to lay aside the 

mythological standard view and proceed hermeneutical study of technology. 
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