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武
蔵
野
美
術
大
学 

美
術
館
・
図
書
館
は
、
美
術
資
料
と

し
て
約
９
万
点
の
民
具
を
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
民

俗
学
者
の
宮
本
常
一
名
誉
教
授
が
当
時
の
学
生
や
若
者
た
ち

と
と
も
に
、
全
国
規
模
で
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

美
大
生
た
ち
は
、
生
活
文
化
に
制
作
の
ヒ
ン
ト
を
求
め
る
際

に
民
俗
資
料
室
の
収
蔵
庫
を
自
由
に
閲
覧
で
き
る
。

そ
の
一
つ
に
万
祝
着
と
呼
ば
れ
る
、
房
総
半
島
か
ら
東
北

に
か
け
て
の
太
平
洋
側
の
地
域
で
、
豊
漁
の
祝
い
に
用
い
ら

れ
て
き
た
晴
れ
着
が
あ
る
。
海
の
豊
か
さ
と
そ
の
恵
み
へ
の

感
謝
や
、
漁
業
に
携
わ
る
人
々
の
互
い
の
絆
を
示
す
図
案
が

描
か
れ
、
め
で
た
い
吉
祥
と
機
知
に
富
ん
だ
「
判
じ
」
が
染

色
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
で
は
、
藍
染
め
の
紺
地
を

空
と
海
に
見
立
て
、
家
紋
を
背
負
っ
た
鶴
が
網
元
や
船
を
表

す
幟
を
く
わ
え
て
天
か
ら
舞
い
降
り
、
海
に
は
千
鳥
が
飛
び
、

「
年
々
締
め
マ
ス
」（
ま
す
ま
す
繁
栄
す
る
）
と
い
う
モ
チ
ー

フ
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。

鶴
が
く
わ
え
る
幟
に
記
さ
れ
た
「
祭
魚
洞
」
は
、
宮
本
常

一
が
師
と
仰
ぐ
渋
沢
敬
三
の
雅
号
で
あ
る
。
渋
沢
栄
一
を
祖

父
に
持
つ
渋
沢
敬
三
は
、
戦
前
に
財
界
人
と
し
て
活
躍
し
た

が
、
同
時
に
日
本
の
常
民
文
化
研
究
の
発
展
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
。
収
集
地
が
房
総
半
島
の
地
名
で
な
く
渋
沢
邸

の
あ
っ
た
「
東
京
都
港
区
」
と
あ
り
、
本
資
料
は
網
主
よ
り

渋
沢
敬
三
に
贈
ら
れ
た
も
の
を
宮
本
常
一
が
譲
り
受
け
、
晩

年
に
教
員
と
し
て
奉
職
し
た
武
蔵
野
美
術
大
学
の
民
具
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

現
在
、
国
立
民
族
学
博
物
館
と
武
蔵
野
美
術
大
学
美
術

館
・
図
書
館
が
企
画
し
た
特
別
展
「
民
具
の
ミ
カ
タ
博
覧
会

―
見
つ
け
て
、
み
つ
め
て
、
知
恵
の
素
」
展
（
２
０
２
５
年
３

月
20
日
～
６
月
３
日
）
が
、
国
立
民
族
学
博
物
館
（
大
阪
府

吹
田
市
）
で
開
催
中
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
は
学
内
で
し
か
見
ら

れ
な
い
資
料
が
閲
覧
で
き
る
機
会
な
の
で
、
ぜ
ひ
足
を
運
ん

で
い
た
だ
き
た
い
。

美
術
大
学
な
ら
で
は
の
民
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
万
祝
着
」

ま
い
わ
い
ぎ

の
ぼ
り

さ
い
ぎ
ょ
ど
う
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時
代
を
担
え
る 

人
材
育
成
を
目
指
し
て

渡
邉 

善
則

　

 

東
邦
大
学
学
長

少
子
化
に
よ
り
高
等
教
育
は
量
か
ら
質
へ
、
教
育

体
系
は
全
体
教
育
か
ら
個
別
・
多
様
性
あ
る
教
育
へ

と
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
私
立
大
学
に
お
い
て

は
、
各
大
学
が
建
学
の
精
神
に
基
づ
き
、
充
実
し
た

教
育
環
境
の
下
、
豊
か
な
教
養
と
専
門
知
識
を
備
え
、

柔
軟
な
思
考
力
を
持
つ
人
材
を
育
成
し
、
社
会
の
要

請
に
応
え
る
こ
と
が
使
命
で
あ
る
。
特
に
医
療
系
や

自
然
科
学
系
大
学
は
、
高
い
倫
理
観
と
豊
か
な
人
間

性
を
持
ち
、
自
然
や
科
学
の
力
で
社
会
に
貢
献
す
る

人
材
、
未
来
を
つ
な
ぐ
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と
が
責

務
と
考
え
る
。
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1
．
プ
ロ
ロ
ー
グ

「
大
学
教
員
は
放
っ
て
お
く
と
タ
コ
つ
ぼ
化
し
て
し
ま
う
」。
こ

れ
は
、
古
く
て
新
し
い
問
題
の
よ
う
に
思
う
。
大
学
の
研
究
は
、

既
存
の
専
門
分
野
の
領
域
を
守
ろ
う
と
す
る
の
み
で
、
社
会
か
ら

求
め
ら
れ
る
課
題
解
決
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
揶
揄
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
大
学
お
よ
び
大
学
人
の

評
価
を
下
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
た
と
え
基
礎

研
究
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
の
意
義
や
社

会
と
の
接
点
を
探
る
重
要
性
を
理
解
す
る
な
ど
し
て
、
そ
こ
を
打

開
し
て
い
か
な
け
れ
ば
大
学
お
よ
び
大
学
人
の
存
在
意
義
は
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界
で
は
、

単
一
の
専
門
分
野
の
知
見
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
課
題
が
山
積

し
て
お
り
、
そ
の
際
に
、
各
領
域
を
横
断
す
る
取
り
組
み
を
ど
の

よ
う
に
進
め
る
か
が
益
々
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

2
．
理
系
と
文
系

私
が
研
究
者
の
卵
だ
っ
た
こ
ろ
（
残
念
な
が
ら
卵
か
ら
孵
化
し

て
も
ほ
と
ん
ど
成
長
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
）
の
、
専
門
分
野
ご

と
の
背
景
や
考
え
方
の
違
い
を
実
感
し
た
２
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

思
い
出
す
。

１
つ
は
、
助
手
と
し
て
情
報
分
野
の
セ
ン
タ
ー
で
紀
要
の
編
集

を
し
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
だ
。
商
学
分
野
の
教
授
と
話
し
た
際
に

「
研
究
論
文
の
論
文
誌
へ
の
掲
載
」
が
話
題
に
上
っ
た
。
私
は
「
論

文
掲
載
料
」
を
支
払
っ
て
掲
載
す
る
の
が
通
常
の
方
法
だ
と
思
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
先
生
曰
く
「
論
文
は
執
筆
料
を
も
ら
っ
て

書
く
も
の
だ
」
と
の
こ
と
。
ま
た
後
日
、
分
野
に
よ
っ
て
は
評
価

の
高
い
論
文
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
研
究
業
績
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
単
行
本
と
し
て
出
版
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
評
価
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
知
っ
た
。
特
に
、
単
著
と
し
て
の
出
版

「
学
際
」
の
甘
い
罠

稲
積 

宏
誠
　
青
山
学
院
大
学
学
長

10

物
が
高
く
評
価
さ
れ
る
と
も
。

も
う
１
つ
は
、
専
任
講
師
と
し
て
情
報
系
学
科
に
所
属
し
て
い

た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
卒
業
研
究
発
表
会
で
、
あ
る
物
理
学
分

野
の
先
生
が
、
学
生
の
発
表
中
に
質
問
を
さ
れ
た
。
私
は
「
発
表

時
間
は
発
表
者
に
使
う
権
利
が
あ
る
。
質
問
は
発
表
終
了
後
に
行

う
」
と
い
う
ル
ー
ル
だ
と
理
解
し
て
い
た
が
、
こ
の
先
生
は
別
の

見
解
を
お
持
ち
だ
っ
た
。「
説
明
し
て
い
る
途
中
で
分
か
ら
な
い
点

が
あ
っ
た
と
き
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
確
認
し
な
け
れ
ば
、
以
降
の
話

を
聞
い
て
も
無
駄
。
発
表
中
に
不
明
点
を
確
認
す
る
の
は
当
然
」

と
の
こ
と
。
た
し
か
に
理
に
か
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考

え
方
で
、
研
究
発
表
時
の
運
用
方
法
を
具
体
的
に
決
め
る
の
は
非

常
に
難
し
い
。
そ
こ
で
、
工
学
系
の
研
究
者
は
な
る
べ
く
実
現
可

能
な
ル
ー
ル
を
決
め
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
一
方
、

理
学
系
の
研
究
者
は
工
学
系
に
比
べ
る
と
運
用
に
お
け
る
効
率
性

に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。

学
際
的
な
取
り
組
み
に
は
、
各
専
門
領
域
に
関
す
る
知
見
の
ほ

か
に
、
そ
こ
で
長
年
培
わ
れ
て
き
た
文
化
へ
の
理
解
も
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
研
究
分
野
の
中
に
し
か
い
な
け
れ
ば
、
普

段
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
自
分
た
ち
の
専
門
領
域
の
中
で
培

わ
れ
た
文
化
に
基
づ
き
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
、
何
の
違
和
感
も

持
た
な
い
だ
ろ
う
。

近
年
、
発
達
め
ざ
ま
し
い
Ａ
Ｉ
も
「
常
識
」
を
学
ぶ
こ
と
は
最

も
苦
手
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
特
有
の

常
識
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
気
づ
か
ず
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
異
分
野
と
の
融
合
を
阻
害

す
る
要
因
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

異
分
野
間
の
理
解
が
ど
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
か
は
、「
理
系
」

「
文
系
」
と
い
う
画
一
的
な
レ
ッ
テ
ル
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
。
前

述
の
と
お
り
、「
理
」
と
「
工
」
で
は
基
本
的
な
発
想
や
価
値
観

が
大
き
く
異
な
る
。
理
学
は
自
然
界
の
現
象
を
記
述
し
、
説
明
す

る
体
系
を
学
ぶ
／
作
る
こ
と
、
工
学
は
な
ん
ら
か
の
目
的
関
数
を

最
大
化
／
最
小
化
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
と
い
う
よ
う
に
、
何
を

指
向
す
る
か
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
る
。「
文
」
を
人
文
科
学

と
社
会
科
学
に
分
け
る
と
き
、
そ
の
発
想
に
注
目
す
る
と
、
前
者

は
「
理
」
に
、
後
者
は
「
工
」
に
近
い
側
面
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

て
き
た
。「
理
系
」
と
の
区
分
で
同
一
に
見
ら
れ
が
ち
だ
が
、「
文

系
」、
中
で
も
「
人
文
系
」
と
「
社
会
系
」
は
、
大
き
く
性
質
を
異

に
す
る
。
し
か
し
、「
理
系
」「
文
系
」
を
一
括
り
に
見
て
い
る
人

は
、
そ
の
違
い
に
気
づ
き
に
く
い
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
学
際
的
な
取
り
組
み
は
ど
の
よ
う
に
し
て

11
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れ
ば
、
以
降
の
話

を
聞
い
て
も
無
駄
。
発
表
中
に
不
明
点
を
確
認
す
る
の
は
当
然
」

と
の
こ
と
。
た
し
か
に
理
に
か
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考

え
方
で
、
研
究
発
表
時
の
運
用
方
法
を
具
体
的
に
決
め
る
の
は
非

常
に
難
し
い
。
そ
こ
で
、
工
学
系
の
研
究
者
は
な
る
べ
く
実
現
可

能
な
ル
ー
ル
を
決
め
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
一
方
、

理
学
系
の
研
究
者
は
工
学
系
に
比
べ
る
と
運
用
に
お
け
る
効
率
性

に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。

学
際
的
な
取
り
組
み
に
は
、
各
専
門
領
域
に
関
す
る
知
見
の
ほ

か
に
、
そ
こ
で
長
年
培
わ
れ
て
き
た
文
化
へ
の
理
解
も
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
研
究
分
野
の
中
に
し
か
い
な
け
れ
ば
、
普

段
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
自
分
た
ち
の
専
門
領
域
の
中
で
培

わ
れ
た
文
化
に
基
づ
き
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
、
何
の
違
和
感
も

持
た
な
い
だ
ろ
う
。

近
年
、
発
達
め
ざ
ま
し
い
Ａ
Ｉ
も
「
常
識
」
を
学
ぶ
こ
と
は
最

も
苦
手
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
特
有
の

常
識
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
気
づ
か
ず
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
異
分
野
と
の
融
合
を
阻
害

す
る
要
因
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

異
分
野
間
の
理
解
が
ど
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
か
は
、「
理
系
」

「
文
系
」
と
い
う
画
一
的
な
レ
ッ
テ
ル
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
。
前

述
の
と
お
り
、「
理
」
と
「
工
」
で
は
基
本
的
な
発
想
や
価
値
観

が
大
き
く
異
な
る
。
理
学
は
自
然
界
の
現
象
を
記
述
し
、
説
明
す

る
体
系
を
学
ぶ
／
作
る
こ
と
、
工
学
は
な
ん
ら
か
の
目
的
関
数
を

最
大
化
／
最
小
化
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
と
い
う
よ
う
に
、
何
を

指
向
す
る
か
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
る
。「
文
」
を
人
文
科
学

と
社
会
科
学
に
分
け
る
と
き
、
そ
の
発
想
に
注
目
す
る
と
、
前
者

は
「
理
」
に
、
後
者
は
「
工
」
に
近
い
側
面
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

て
き
た
。「
理
系
」
と
の
区
分
で
同
一
に
見
ら
れ
が
ち
だ
が
、「
文

系
」、
中
で
も
「
人
文
系
」
と
「
社
会
系
」
は
、
大
き
く
性
質
を
異

に
す
る
。
し
か
し
、「
理
系
」「
文
系
」
を
一
括
り
に
見
て
い
る
人

は
、
そ
の
違
い
に
気
づ
き
に
く
い
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
学
際
的
な
取
り
組
み
は
ど
の
よ
う
に
し
て

11



生
ま
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
。

3
．
学
際
を
通
じ
て
新
た
な
分
野
が
生
ま
れ
る

こ
こ
で
は
学
際
分
野
の
成
り
立
ち
や
特
徴
を
３
つ
に
分
類
し
、そ

れ
ぞ
れ
が
学
際
分
野
と
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
る
た
め
の
要
件
を
考

え
て
み
よ
う
。

・・
タ
イ
プ
１﹇
必
然
が
つ
な
ぐ
﹈

高
度
な
数
学
の
知
識
を
活
用
し
て
金
融
に
関
わ
る
テ
ー
マ
、
た

と
え
ば
、
資
産
運
用
や
取
引
、
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
、投
資
な
ど
に
関
す
る
意
思
決
定
問
題
を
扱
う
分
野
と
し
て

成
立
し
て
い
る
の
が
「
金
融
工
学
」
と
「
数
理
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
」

で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
金
融
」
と
い
う
対
象
を
紐
解
く
に
あ
た
り

「
数
学
」
と
い
う
道
具
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
で
成
立
す
る
学
際

領
域
で
あ
る
。
た
だ
し
、
金
融
工
学
が
具
体
的
な
問
題
解
決
に
資

す
る
理
論
お
よ
び
実
践
を
指
向
す
る
の
に
対
し
、「
数
理
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
」
は
理
論
的
な
展
開
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
２
つ
の
領
域
で
は
、
手
法
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ

て
具
体
的
な
成
果
を
指
標
と
す
る
工
学
的
発
想
と
、
手
法
そ
の
も

の
の
理
論
と
し
て
の
完
成
度
を
指
標
と
す
る
理
学
的
発
想
が
両
立

し
て
い
る
点
で
非
常
に
興
味
深
い
例
の
よ
う
に
思
え
る
。

ル
イ
・
バ
シ
ュ
リ
エ
と
い
う
先
駆
的
な
数
学
研
究
者
が
こ
の
未

知
の
分
野
を
開
拓
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
当
該
分
野
の

必
然
性
の
中
で
生
ま
れ
た
学
際
分
野
で
あ
ろ
う
。

・・
タ
イ
プ
2﹇
概
念
の
共
有
が
つ
な
ぐ
﹈

次
に
例
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、「
経
営
工
学
」
だ
。
こ
れ
は
、
技

術
者
で
経
営
学
者
で
も
あ
る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
テ
イ
ラ
ー
が
、
企
業

や
工
場
に
お
け
る
生
産
性
向
上
の
た
め
に
、
作
業
方
法
と
そ
の
管

理
技
術
の
客
観
視
化
、
合
理
化
を
図
ろ
う
と
し
提
唱
し
た
「
科
学

的
管
理
法
」
に
端
を
発
し
た
学
問
分
野
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
管

理
技
術
に
関
わ
る
広
範
囲
な
領
域
を
対
象
と
し
た
経
営
工
学
が
成

立
し
て
い
っ
た
。

管
理
技
術
は
一
意
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
対
象
領
域
ご
と

に
個
別
に
議
論
さ
れ
る
概
念
に
近
い
も
の
と
言
え
る
。
対
象
領
域

は
、
人
（
人
間
工
学
、
行
動
科
学
な
ど
）、
部
品
・
製
造
（
生
産
工

学
、
生
産
管
理
、
品
質
管
理
な
ど
）、
装
置
（
信
頼
性
工
学
、
制
御

工
学
な
ど
）、
情
報
（
情
報
科
学
、
シ
ス
テ
ム
工
学
、
統
計
学
、
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
・
リ
サ
ー
チ
な
ど
）、
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
電
気
工
学
、

電
子
工
学
な
ど
）、
組
織
（
経
営
学
、
社
会
工
学
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク

ス
な
ど
）
と
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
結
果
、
対
象
領
域
を
扱
う
既

存
の
専
門
分
野
の
中
に
、
主
と
し
て
管
理
技
術
に
着
目
し
た
個
別

12

の
テ
ー
マ
を
体
系
化
し
、
新
た
な
専
門
分
野
と
し
て
成
立
さ
せ
て

い
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

管
理
技
術
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
の
組
み
合
わ
せ
と
な
る
た
め
、
応

用
数
学
と
し
て
独
自
に
展
開
し
て
い
く
側
面
も
持
つ
。
ま
た
、
対

象
領
域
と
手
法
と
の
組
み
合
わ
せ
の
多
様
さ
が
、
学
際
領
域
を
一

つ
の
専
門
分
野
と
し
て
体
系
化
す
る
の
を
難
し
く
し
て
い
る
と
も

言
え
る
。

・・
タ
イ
プ
３﹇
概
念
と
機
能
の
共
有
が
つ
な
ぐ
﹈

プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
出
現
は
、
当

該
分
野
へ
多
く
の
専
門
領
域
か
ら
の
新
規
参
入
を
促
し
た
。
数
学
、

物
理
学
、電
気
・
電
子
工
学
、機
械
工
学
な
ど
理
系
の
学
問
領
域
だ

け
で
な
く
、
論
理
学
や
心
理
学
な
ど
の
人
文
系
の
学
問
領
域
も
含

め
た
多
く
の
分
野
に
属
す
る
研
究
者
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
係
る
研

究
を
進
め
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
情
報
処

理
に
関
連
す
る
科
学
技
術
の
一
分
野
」
と
し
て
、
情
報
工
学
・
情

報
科
学
・
計
算
機
科
学
な
ど
と
呼
ば
れ
る
学
問
分
野
が
誕
生
し
た
。

面
白
い
こ
と
に
、
日
本
で
は
「
情
報
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
学

部
・
学
科
名
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
欧
米
で
は
や
は
り

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
あ
く
ま
で
も
日
本
の
大
学
は
、「
情
報
」
を
情
報
の
発
生
・
伝

達
・
収
集
・
蓄
積
・
処
理
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ェ
ー
ズ
を
含
め
た

総
合
的
な
分
野
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

１
９
５
６
年
の
ダ
ー
ト
マ
ス
会
議
を
起
点
と
す
る
人
工
知
能
分

野
の
出
現
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
の
進
展
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
や
社
会
を
具
現
化
す
る
手
段
と
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
分
野
と
の
親
和
性
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
学
際
的
な
成
果

物
で
あ
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
を
起
点
と
し
、
多
岐
に
わ
た
る
学

問
分
野
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
学
問
分
野
が
、
あ
ら
た
め
て
「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
」
を
利
用
し
た
新
し
い
学
際
領
域
を
生
み
出
し
て
い
る

と
言
え
る
。

4
．
学
際
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か

１
９
９
１
年
に
行
わ
れ
た
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
以
降
、
ま

さ
に
学
際
系
学
部
が
乱
立
し
た
。
学
部
設
置
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
背

景
が
あ
り
、
何
ら
か
の
専
門
性
を
有
す
る
こ
と
だ
け
に
意
味
を
持

た
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
生
や
研
究
者
が
異
分
野
の
知
見

に
ふ
れ
、
自
分
の
専
門
分
野
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
と
な
る
こ

と
や
、
各
専
門
分
野
で
の
教
育
・
研
究
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
も
、

こ
の
よ
う
に
学
際
系
学
部
で
視
野
を
広
げ
る
意
味
は
大
き
い
か
ら

で
あ
る
。
学
び
の
意
識
や
姿
勢
の
観
点
か
ら
も
、学
際
性
は
教
育
・

た
い
こ
う
か

13
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。
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研
究
に
お
い
て
必
須
な
要
素
だ
と
言
え
る
。「
学
際
」
を
取
り
入
れ

る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
タ
コ
つ
ぼ
化
」
を
防
ぐ
手
段
と
し
て
、
有

効
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
学
際
的
な
取
り
組
み
を
新
た
な
専
門
領
域
と
し
て
確
立

さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
う
た
や
す
く
は
な
い
。

タ
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１
［
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共

同
研
究
の
多
く
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
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文

理
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断
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な
取
り
組
み
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中
で
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な
ス
タ
イ
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と
言
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学
部
学
科
を
超
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れ
が
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で
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る
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地
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る
こ
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ば
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大
学
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性
化
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。
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タ
イ
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２
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研
究
グ
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
、
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携
し
合
う
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と
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た
な

研
究
領
域
が
確
立
さ
れ
る
。
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ら
、
学
部
や
学
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と
い
う
組

織
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み
出
す
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と
も
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。
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し
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際
領
域
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門
領
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。
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象
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コ
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ピ
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と
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う
強
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な
核
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、
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分
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を
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な
専
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分
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と
し
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認
知
さ
せ
る

も
の
に
な
る
。
一
方
、
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、
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用
対
象
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で
な
く
管

理
技
術
の
多
様
性
が
ゆ
え
に
、
情
報
工
学
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
相
当
す
る
強
力
な
核
を
持
つ
こ
と
が
難
し
い
と
言
え
る
。

１
つ
の
専
門
分
野
と
し
て
成
立
し
発
展
し
て
い
け
る
の
か
、
学

際
的
な
取
り
組
み
と
し
て
常
に
流
動
的
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う

観
点
か
ら
の
学
際
分
野
の
特
徴
に
は
、
２
通
り
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

る
よ
う
だ
。
前
者
は
さ
ら
に
異
分
野
と
の
学
際
を
、
後
者
は
当
該

分
野
そ
の
も
の
の
流
動
性
の
中
で
派
生
的
な
分
野
を
生
み
出
す
と

い
う
性
質
が
見
ら
れ
る
。

5
．
大
学
の
活
性
化
と
学
際
の
甘
い
罠

現
状
の
大
学
の
課
題
を
学
際
性
と
絡
め
て
考
え
る
と
き
に
は
、

「
研
究
の
活
性
化
」
に
加
え
て
「
教
育
の
充
実
化
」
も
視
野
に
入
れ

14

る
必
要
が
あ
る
。
中
で
も
最
大
の
課
題
は
、
理
系
教
育
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
ろ
う
。「
初
等
・
中
等
教
育
の
改
善
」
と
い
う
本
質
的

な
問
題
解
決
と
は
別
に
、
大
学
に
お
け
る
教
養
教
育
・
共
通
教
育

と
し
て
の
取
り
組
み
も
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
は
ま
さ
に
学
際
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
「
経
済
学
で
は
数
学
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
て
い
る
の
か
」「
心
理
学
の
学
び
と
統
計
学
の
関
係
性
」
と
い
っ

た
、
対
象
領
域
と
手
法
の
関
係
に
着
目
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

有
効
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
環
境
問
題
を
経
済
学
や
地
理
学
と
い
っ
た
複
数
学
問
の

見
地
、
あ
る
い
は
生
物
多
様
性
な
ど
の
観
点
か
ら
と
ら
え
る
な
ど
、

多
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
要
視
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
も

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
初
年
度
教
育
に
お
け
る
学
生
の
学
び
を
誘
発
す

る
取
り
組
み
に
加
え
、
戦
略
的
に
学
際
分
野
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

場
合
に
有
効
と
さ
れ
る
の
が
「
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
活
用
だ
。

こ
れ
は
学
部
等
の
組
織
の
枠
を
超
え
た
取
り
組
み
で
あ
る
。
個
々

の
専
門
分
野
、
あ
る
い
は
学
際
分
野
を
学
ぶ
学
生
が
、
受
講
す
る

科
目
の
担
当
教
員
の
所
属
や
、
科
目
と
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関

係
性
を
意
識
し
、
流
動
的
に
学
ん
で
い
く
。
教
員
も
「
学
際
」
と

「
専
門
」、
そ
れ
ぞ
れ
に
軸
足
を
置
く
者
が
共
存
す
る
と
い
う
構
図

だ
。
国
立
大
学
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
教
員
の
所
属
と
学
位
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
の
独
立
性
の
積
極
的
な
解
釈
と
も
言
え
る
。

学
際
を
テ
ー
マ
に
、
自
身
の
取
り
組
み
の
中
で
の
経
験
や
限
ら

れ
た
専
門
分
野
の
視
点
か
ら
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

な
る
べ
く
一
般
化
で
き
る
よ
う
工
夫
は
し
て
み
た
が
不
十
分
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
大
学
の
将
来
を
考
え
る
と
き
、
教
員

の
、
そ
し
て
大
学
の
「
タ
コ
つ
ぼ
化
」
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
学
際
の
甘
い
罠
に
は
ま
る
こ
と
も
今
後
の
大
学
改
革
に
向
け

た
一
手
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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