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研
究

公
立
文
化
施
設
の
事
業
統
計
の
意
義
と
標
準
化

文
化
会
館
・
市
民
会
館
な
ど
の
文
化
ホ
ー
ル
を
主
体
と
し
て

新
井
国
徳

一

は
じ
め
に

　
公
立
文
化
施
設
と
い
っ
て
も
、
そ
の
施
設
の

規
模
、
性
格
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
規
模
か
ら

み
れ
ば
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
の
よ
う
な
一
万
人
以

上
も
収
容
出
来
る
大
規
模
な
も
の
か
ら
、
数
十

人
程
度
し
か
収
容
出
来
な
い
集
会
場
の
よ
う
な

小
規
模
な
も
の
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
施
設
の
性

格
か
ら
み
て
も
、
演
劇
・
音
楽
の
公
演
を
中
心

と
し
た
文
化
ホ
ー
ル
も
あ
れ
ば
、
地
域
の
住
民

を
対
象
に
し
た
個
人
利
用
や
サ
ー
ク
ル
活
動
中

心
の
地
区
セ
ン
タ
ー
・
地
域
図
書
館
の
よ
う
な

施
設
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
公
立
の
文
化
施
設
の
種
類
は
多

種
多
様
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
施
設
に
お
い

て
も
、
利
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ

と
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
今
後
の
施
設
の
運

営
管
理
の
改
善
の
た
め
に
活
用
し
て
い
く
だ
け

で
な
く
、
新
し
い
施
設
の
建
設
整
備
計
画
に
も

十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
Ｉ
ば
な
ら
な

い
。

　
利
用
の
実
態
を
知
る
方
法
と
し
て
、
事
業
統

計
は
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
少
な

く
と
も
類
似
施
設
に
お
い
て
は
、
相
互
に
利
用

の
実
態
が
比
較
検
討
出
来
る
こ
と
が
望
ま
し
い

か
ら
、
一
つ
の
方
法
と
し
て
事
業
統
計
の
分
類

項
目
の
、
あ
る
程
度
の
標
準
化
が
必
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
現
状
で
は
、
他
都
市
の
施
設
の
事
業

統
計
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
じ
自
治
体
の
類

似
施
設
に
あ
っ
て
も
、
統
計
の
と
り
方
は
統
一

さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
比
較
し
よ
う
と

し
て
も
同
じ
統
計
項
目
が
な
か
っ
た
り
、
同
じ

名
称
の
統
計
項
目
で
あ
っ
て
も
、
算
出
基
礎
が

異
な
る
た
め
に
比
較
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
貴
重
な
デ
ー
タ
は
出
来
る
だ
け
広
く
活

用
出
来
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し

い
。
ど
の
様
な
統
計
項
目
が
必
要
か
、
ど
の
様

に
そ
れ
を
算
出
す
べ
き
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自

治
体
が
か
か
え
る
行
政
上
の
特
殊
事
情
や
、
ま

た
施
設
の
規
模
や
性
格
に
よ
っ
て
も
異
な
る
と

思
う
が
、
少
な
く
と
も
類
似
施
設
相
互
の
統
計

を
標
準
化
し
て
い
く
努
力
は
必
要
で
あ
る
。
こ

れ
は
も
ち
ろ
ん
、
全
面
的
に
統
計
を
統
一
し
、

標
準
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
独
自
の
統

計
と
、
標
準
と
し
て
の
統
計
の
両
立
を
図
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
公
立
文
化
施
設
の
な
か
で
も
、
演
劇
や
音
楽

の
公
演
中
心
の
ホ
ー
ル
を
主
体
と
す
る
文
化
施

設
に
つ
い
て
は
、
建
設
費
が
数
十
億
円
に
達
す

る
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
な
く
、
ま
た
一
方
で
は
、

施
設
を
維
持
し
、
運
営
管
理
す
る
経
費
も
ま
す

ま
す
増
大
し
て
い
る
。
近
年
の
厳
し
い
財
校
事

情
の
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
巨
額
な
経
費
を
要
す

る
施
設
が
十
分
に
市
民
に
利
用
さ
れ
、
効
率
的

に
運
営
管
理
さ
れ
る
こ
と
は
緊
急
な
行
政
課
題

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
他
都

市
の
類
似
施
設
も
含
め
て
ホ
ー
ル
を
主
体
と
す

る
既
存
の
文
化
施
設
が
ど
う
利
用
さ
れ
て
い
る

か
を
把
握
し
、
そ
れ
を
今
後
の
行
政
施
策
に
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
く
こ
と
が
是
非
と
も
必

要
に
な
っ
て
く
る
。

　
そ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
み
れ
ば
、
事
業
統
計

の
標
準
化
の
検
討
を
、
ホ
ー
ル
を
主
体
と
し
た

文
化
施
設
の
事
業
統
計
の
標
準
化
か
ら
始
め
る

の
が
時
宜
を
得
た
方
策
で
あ
る
。

　
横
浜
文
化
体
育
館
は
神
奈
川
県
公
立
文
化
施

設
協
議
会
（
県
内
の
公
立
の
ホ
ー
ル
を
主
体
と

す
る
文
化
施
設
で
構
成
。
会
長
館
は
県
立
音
楽

堂
。
主
要
な
施
設
と
し
て
は
県
民
ホ
ー
ル
、
川

崎
市
立
産
業
文
化
会
館
、
横
須
賀
文
化
会
館
、

平
塚
市
民
セ
ン
タ
ー
、
相
模
原
市
民
会
館
等
が

あ
る
。
加
盟
館
は
四
八
館
。
以
下
「
県
公
文
」

と
称
す
る
）
の
管
理
委
員
会
の
委
員
長
館
に
な

っ
て
お
り
、
毎
年
一
回
ず
つ
委
員
会
と
研
修
会

を
主
催
し
て
い
る
の
で
。
五
十
九
年
度
の
管
理

委
員
会
（
六
月
）
に
試
み
に
事
業
統
計
の
標
準

化
の
問
題
を
提
起
し
、
そ
れ
に
関
し
て
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
求
め
て
み
た
。
以
下
は
。
そ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
の
集
計
結
果
を
分
析
し
、
ホ
ー
ル
を
主

体
と
す
る
公
立
文
化
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
の

事
業
統
計
の
意
義
と
標
準
化
及
び
そ
の
他
の
運

営
管
理
上
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試

み
た
も
の
で
あ
る
。

二

ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析

　
県
公
文
に
加
盟
し
て
い
る
施
設
一
の
。
な
か
に

は
、
図
書
館
や
結
婚
式
場
等
と
の
複
合
施
設
も

あ
る
の
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
は
ホ
ー
ル
の
利
用
に

つ
い
て
の
み
求
め
た
。
そ
の
結
果
は
図
―
１
、

図
―
２
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
回
答
率
は
、
八
一
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
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事
業
統
計
を
作
成
し
て
い
る
施
設
は
三
六
館

（
九
二
％
）
あ
り
、
作
成
し
て
い
な
い
施
設
（
三

館
）
の
う
ち
一
館
は
将
来
作
成
す
る
計
画
が
あ

る
。

①
―
実
施
し
て
い
る
統
計
の
分
類
項
目
に

　
　
つ
い
て

　
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
三
六
館
中
で
全
て
の

施
設
が
共
通
に
実
施
し
て
い
る
統
計
の
分
類
項

目
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
い
か
に
施
設
の
事
業

統
計
が
、
当
該
施
設
だ
け
の
基
準
で
行
わ
れ
て

い
る
か
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ

　
実
施
し
て
い
る
統
計
の
分
類
項
目
の
う
ち
、

一
番
多
か
っ
た
の
は
、
「
利
用
者
（
主
催
者
）

の
種
別
に
よ
る
使
用
実
態
」
（
二
七
館
、
七
五

％
）
と
「
使
用
件
数
（
回
数
）
、
使
用
料
収
入
、

入
場
者
数
」
（
同
）
で
あ
っ
た
。
以
下
「
利
用

率
」
（
二
五
館
、
六
九
％
）
、
「
使
用
項
目
別

件
数
」
（
二
Ｉ
館
、
五
八
％
）
、
「
使
用
項
目

別
回
数
」
（
一
五
館
、
四
二
％
）
の
順
で
あ
る
。

　
「
利
用
者
（
主
催
者
）
の
種
別
に
よ
る
使
用
実

態
」
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
最
も
基
礎
的
な
統

計
項
目
で
あ
り
、
こ
の
結
果
は
予
想
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
受
益
者
負
祖
率
」
。
「
利
用
者

　
（
主
催
者
）
の
固
定
化
率
」
の
統
計
を
実
施
し

て
い
る
施
設
が
皆
無
で
あ
っ
た
の
は
意
外
な
結

果
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
五
十
年
以
後
、
低
経
済
成
長
の
も
と

で
国
、
地
方
の
財
政
悪
化
が
目
立
つ
よ
う
に
な

る
に
つ
れ
て
、
適
切
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り

方
や
受
益
者
負
担
の
見
な
お
し
が
緊
急
な
行
政

課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
公
の
施
設
の
利
用
に

お
け
る
受
益
者
負
担
も
例
外
で
は
な
い
。
ま

た
、
公
の
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
者

（
主
催
者
）
が
固
定
。
特
定
化
す
る
こ
と
な
く
、

施
設
利
用
の
便
益
が
広
く
市
民
に
及
ぶ
よ
う
に

施
設
を
運
営
管
理
し
て
い
く
こ
と
が
施
設
管
理

者
の
基
本
的
使
命
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

受
益
者
負
担
や
利
用
の
固
定
化
の
実
態
を
継
続

的
に
把
握
す
る
統
計
が
と
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
適
切
な
行
政
施
策
は

望
み
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
他
の
分
類
項
目
も
、
「
ど
の
よ
う
な
時

間
帯
で
施
設
が
利
用
さ
れ
て
い
る
か
」
、
「
曜

日
別
の
使
用
実
態
は
ど
う
か
」
、
「
施
設
を
利

用
す
る
も
の
の
地
域
構
成
は
ど
う
か
」
な
ど
、

施
設
の
一
層
の
活
性
化
、
高
度
利
用
化
を
図
る

う
え
で
当
然
分
析
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
を
知
る
う
え
で
欠
か
せ
ぬ
統
計
で
あ
る

が
、
実
施
率
は
い
ず
れ
も
低
い
も
の
で
あ
っ

た
。

　
以
上
の
集
計
結
果
は
、
事
業
統
計
を
本
来
の

意
義
に
基
づ
い
て
作
成
し
、
そ
れ
を
随
時
行
政

施
策
に
活
用
し
て
い
る
施
設
が
い
か
に
少
な
い

か
を
図
ら
ず
も
実
証
し
た
と
い
え
よ
う
。

②
―
統
計
の
標
準
化
に
つ
い
て

　
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
主
な
ね
ら
い
で
あ
る
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統
計
の
標
準
化
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
事
業
統

計
を
実
施
し
て
い
る
三
六
館
中
二
七
館
（
七
五

％
）
が
標
準
化
す
べ
き
で
あ
る
と
答
え
て
い

る
。
県
公
文
に
は
県
婦
人
総
合
セ
ン
タ
ー
や
県

労
働
セ
ン
タ
ー
の
様
な
多
少
性
格
の
異
な
る
施

設
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
文
化
会
館
に
限
れ

ば
実
質
的
に
は
も
っ
と
高
い
割
合
で
統
計
を
標

準
化
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
集
計
結
果
の
内
容
か
ら
も
施
設
管
理
担
当
者

の
事
業
統
計
の
標
準
化
に
対
す
る
積
極
的
な
姿

勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
標
準
項
目
と
し
て
選
択
率
の
高
か
っ
た
上
位

五
項
目
は
、
「
利
用
者
（
主
催
者
）
の
種
別
に

よ
る
使
用
実
態
」
（
二
五
館
、
九
三
％
）
、
「
使

用
件
数
（
回
数
）
、
使
用
料
収
入
、
入
場
者
数
」

（
同
）
、
「
利
用
率
」
（
二
一
館
、
七
八
％
）
。

「
使
用
項
目
別
件
数
」
（
一
六
館
、
五
九
％
）
、

「
使
用
項
目
別
回
数
」
（
同
）
で
あ
る
。
こ
の
順

位
は
、
現
在
作
成
し
て
い
る
統
計
の
分
類
項
目

の
実
施
率
の
順
位
と
一
致
し
て
お
り
、
ど
こ
ま

で
標
準
の
分
類
項
目
と
し
て
の
必
要
性
の
優
先

度
を
示
し
て
い
る
か
全
面
的
に
は
受
け
入
れ
が

た
い
が
、
標
準
項
目
と
し
て
の
選
択
率
の
方
が

い
ず
れ
も
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
ら
の
項
目
が
標
準
項
目
と
し
て
高
い
支
持

を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
現
在

統
計
と
し
て
作
成
し
て
い
る
施
設
は
皆
無
で
あ

っ
た
「
受
益
者
負
担
率
」
、
「
利
用
者
（
主
催

者
）
の
固
定
化
率
」
を
そ
れ
ぞ
れ
六
館
（
二
二

％
）
、
二
館
（
七
％
）
が
標
準
項
目
と
し
て
選

択
し
て
い
る
が
、
標
準
項
目
と
し
て
の
必
要
性

を
示
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
事
業
統
計
に

対
す
る
反
省
に
た
っ
て
、
そ
れ
ら
統
計
項
目
の

重
要
性
を
認
識
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
逆
に

　
「
利
用
者
（
主
催
者
）
の
地
域
別
使
用
実
態
」

や
「
利
用
時
間
帯
別
の
使
用
件
数
」
は
実
施
率

よ
り
も
標
準
項
目
と
し
て
の
選
択
率
の
方
が
低

く
な
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
の
標
準
項
目
と

し
て
の
選
択
率
分
布
は
、
実
施
率
分
布
と
は
変

様
を
示
し
て
い
る
（
図
―
３
）
。
さ
ら
に
、
複

数
回
答
率
も
統
計
項
目
と
し
て
実
施
し
て
い
る

場
合
の
一
施
設
当
た
り
四
・
四
項
目
に
対
し
て

五
・
四
項
目
選
択
し
て
お
り
、
統
計
の
標
準
化

に
対
ナ
る
強
い
関
心
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
を
標
準
項
目
と
し
て
設
定
す
ベ
き
か

は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
決
定

す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
議
論
を
進
め
て
い

く
な
か
で
決
め
て
い
く
問
題
で
あ
る
が
、
他
の

施
設
の
考
え
方
の
あ
る
程
度
の
傾
向
は
う
か
が

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
統
計
の
標
準
化
の
も
う
一
つ
の
問
題

で
あ
る
算
出
基
礎
の
調
整
の
問
題
で
あ
る
が
先

に
も
述
べ
た
様
に
、
標
準
項
目
と
し
て
設
定
し

て
も
算
出
の
基
礎
が
異
な
れ
ば
、
同
じ
名
称

　
（
例
え
ば
「
利
用
率
」
や
「
受
益
者
負
担
率
」

な
ど
）
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
は
比
較
出
来
な

い
数
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ

て
、
標
準
項
目
と
し
て
設
定
す
る
場
合
は
、
そ

の
算
出
の
基
礎
も
調
整
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
更
に
議
論
を
進
め

図一３

60調査季報84 85. 2



て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
試
み
に
「
利
用
率
」
と
「
受
益
者
負
担
率
」

に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
の
で
、
そ
の
結
果
を

検
討
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
「
利
用
率
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

現
在
統
計
と
し
て
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

は
、
算
出
の
基
礎
に
「
使
用
日
数
」
を
使
っ
て

い
る
場
合
と
「
使
用
回
数
」
を
使
う
場
合
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
使
用
件
数
の
ト

ー
タ
ル
を
利
用
率
と
し
て
そ
の
ま
ま
作
表
し
て

い
る
施
設
も
あ
る
が
、
供
給
（
施
設
の
供
用
）

と
需
要
（
実
際
の
使
用
）
の
関
係
は
こ
れ
だ
け

で
は
分
か
ら
な
い
の
で
妥
当
で
は
な
い
。
従
っ

て
設
問
は
、
現
在
実
施
し
て
い
る
方
法
に
こ
だ

わ
ら
ず
、
「
利
用
率
」
の
指
標
と
し
て
〝
使
用

日
数
〟
と
〝
使
用
回
数
〟
の
う
ち
ど
ち
ら
が
適

切
か
と
い
う
聞
き
方
を
し
た
。
結
果
は
、
回
答

し
た
三
五
館
中
二
七
館
が
使
用
回
数
を
選
択
し

た
。
比
率
か
ら
み
れ
ば
七
七
％
を
超
え
て
い

る
。
し
か
し
現
在
実
施
し
て
い
る
場
合
の
方
法

で
は
、
〝
使
用
回
数
〟
を
指
標
と
し
て
採
用
し

て
い
る
比
率
は
経
験
的
に
言
え
ば
も
っ
と
低
い

筈
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
使
用
回
数
を
算
出
基

礎
に
使
っ
て
利
用
率
を
出
す
の
は
、
行
政
効
果

を
Ｐ
Ｒ
す
る
に
は
不
利
な
方
法
だ
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
、
あ
る
ホ
ー
ル
の
一
日
の
供
用
時

間
が
三
回
（
午
前
、
午
後
、
夜
間
）
に
分
け
て

あ
る
場
合
、
十
日
間
の
供
用
時
間
の
な
か
で
、

夜
間
の
使
用
だ
け
が
六
日
間
あ
る
と
す
る
と
、

利
用
率
は
「
使
用
回
数
（
六
回
）
÷
使
用
可
能

回
数
（
三
〇
回
）
」
と
し
て
計
算
さ
れ
、
二
〇

％
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
を
使
用
日
数
を
算
出

基
礎
に
し
て
利
用
率
を
出
す
と
、
「
使
用
日
数

（
六
日
）
÷
使
用
可
能
日
数
（
一
〇
日
）
」
と

し
て
計
算
さ
れ
、
六
〇
％
と
い
う
利
用
率
に
な

る
。
利
用
の
実
態
と
し
て
は
同
じ
で
あ
り
な
が

ら
、
算
出
基
礎
の
と
り
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ

程
違
う
数
字
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
に
統
計
は
や
り
方
に
よ
っ
て
は
、

事
実
を
正
し
く
伝
え
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か

し
数
字
で
表
現
さ
れ
る
と
人
は
つ
い
納
得
し
が

ち
で
あ
る
の
で
。
統
計
を
自
分
達
の
都
合
の
良

い
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
事

業
統
計
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
あ
る
ま
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
設
問
に
対
し
て
、

あ
え
て
不
利
な
指
標
で
あ
る
使
用
回
数
を
選
択

し
た
と
こ
ろ
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
施
設
の
運
営
管
理
に
携
わ
る
人
達
が
施
設

の
活
性
化
を
真
剣
に
考
え
、
利
用
率
を
宣
伝
の

た
め
で
は
な
く
、
利
用
の
実
態
を
は
か
る
統
訃

と
し
て
シ
ビ
ア
に
見
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
を

強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
統
計
　

は
本
来
そ
の
た
め
に
あ
り
、
標
準
化
は
お
互
い

の
業
績
を
誇
示
し
あ
う
た
め
の
も
の
で
は
か

く
、
相
互
の
行
政
施
策
に
反
映
し
あ
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
望
ま
れ
る

べ
き
結
果
が
出
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
「
受
益
者
負
祖
率
」
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
回
答
は
や
や
分
散
し
た
も
の
と
な
っ

た
。
公
の
施
設
に
お
け
る
受
益
者
負
担
と
は

　
「
施
設
を
利
用
で
き
た
者
と
利
用
で
き
な
か
っ

た
者
と
の
間
の
公
平
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ

ら
の
施
設
を
利
用
し
た
特
定
の
者
」
が
「
こ
の

便
益
に
対
す
る
対
価
」
と
し
て
負
担
す
る
こ
と

で
あ
る
と
一
応
は
定
義
出
来
る
が
、
そ
の
受
益

の
程
度
と
負
担
の
関
係
を
判
断
す
る
基
準
に
つ

い
て
は
、
十
分
説
得
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
。
戸
惑
い
を
感
じ
な
が
ら

模
索
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
も
そ
れ
が
よ

く
出
て
い
る
。
分
散
し
た
回
答
の
な
か
で
も
受

益
の
公
共
性
を
考
慮
し
て
受
益
と
負
担
と
の
関

係
を
低
い
レ
ベ
ル
で
位
置
づ
け
た
「
使
用
料
等

収
入
÷
運
営
費
（
修
繕
工
事
費
含
ま
ず
）
」
を

選
択
し
た
と
こ
ろ
が
最
も
多
く
一
一
館
（
三
七

％
）
あ
り
、
受
益
と
負
担
の
関
係
を
最
も
原
価

主
義
的
に
高
い
レ
ベ
ル
で
位
置
づ
け
た
「
使
用

料
等
収
入
÷
｛
運
営
費
（
修
繕
工
事
費
含
む
）
+

人
件
費
十
減
価
償
却
費
｝
」
を
選
択
し
た
と
こ

ろ
は
四
館
（
一
三
％
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
。
施
設
の
性
格
や
そ
れ

ぞ
れ
の
自
治
体
の
方
針
に
よ
っ
て
受
益
者
負
担

の
程
度
が
異
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
算
出
方
法
ま
で
い
ち
い

ち
異
な
る
必
要
は
な
い
。
受
益
者
負
担
率
の
算

出
方
法
を
統
一
し
た
う
え
で
、
施
設
の
性
格
や

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
方
針
に
適
合
す
る
受
益

者
負
祖
率
の
割
合
を
独
自
に
定
め
て
い
け
ば
よ

い
の
で
あ
る
。

　
私
見
を
言
え
ば
、
そ
の
算
出
方
法
は
「
使
用

料
等
収
入
・
二
運
営
費
（
修
繕
工
事
費
含
む
）
+

人
件
費
十
減
価
償
却
費
｝
」
で
あ
る
べ
き
だ
と

考
え
る
。
何
故
な
ら
、
ホ
ー
ル
を
主
体
と
す
る

文
化
施
設
は
余
暇
的
色
彩
が
他
の
施
設
と
比
べ

て
高
い
の
で
運
営
管
理
に
あ
た
っ
て
は
経
営
的

視
点
が
よ
り
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
投
下
し

た
資
本
、
経
費
に
対
し
て
使
用
料
等
の
収
入
が

ど
の
位
あ
る
の
か
を
示
す
指
標
が
な
け
れ
ば
、

経
営
効
果
を
は
か
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ

る
。
投
下
し
た
資
本
、
経
費
と
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
「
運
営
費
（
修
繕
工
事
費
含
む
）
十

人
件
費
十
減
価
償
却
費
」
全
て
を
含
む
も
の
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
、
そ
の
算
出
方
法
を
導
入
し
て
い
る

実
例
を
一
つ
紹
介
し
た
い
。

　
東
京
文
化
会
館
は
東
京
都
の
直
営
館
で
あ

り
、
管
轄
は
教
育
委
員
会
で
あ
る
。
職
員
は
全

員
で
七
〇
人
で
あ
る
。
こ
の
施
設
は
使
用
料
を

原
価
使
用
料
に
基
づ
い
て
定
め
て
い
る
。
原
価

使
用
料
が
受
益
者
負
担
に
相
当
す
る
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
の
算
出
の
方
法
が
「
建
物
取
得
費

（
償
却
年
割
）
+
維
持
費
+
人
件
費
」
で
あ
る
。

た
だ
し
人
件
費
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ル
に
直
接
関

係
す
る
職
員
（
二
三
人
）
の
み
の
人
件
費
と
し

て
い
る
。
こ
の
受
益
者
負
担
の
理
念
を
ベ
ー
ス

と
し
て
、
実
際
の
受
益
者
負
担
率
の
割
合
に
つ

い
て
は
、
行
政
上
の
配
慮
を
加
え
て
定
め
て
あ

る
。
東
京
文
化
会
館
の
場
合
は
教
育
委
員
会
の

管
轄
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
教
育
的
配
慮
か

ら
原
価
使
用
料
の
五
割
（
受
益
者
負
祖
率
が
五
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○
％
）
を
超
え
な
い
よ
う
に
使
用
料
を
設
定
し

て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
減
価
償
却
費
に
し
て

も
既
存
の
古
い
施
設
と
新
し
い
施
設
の
場
合
を

同
列
に
扱
う
の
で
は
、
設
立
年
次
に
よ
っ
て
イ

ン
フ
レ
等
に
よ
る
コ
ス
ト
の
格
差
が
生
じ
、
か

え
っ
て
公
平
を
欠
く
こ
と
も
あ
り
。
ま
た
複
合

施
設
と
な
る
と
減
価
償
却
費
や
人
件
費
を
個
別

の
施
設
ご
と
に
分
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
今
後
の
検
討
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

③
―
統
計
の
集
計
処
理
の
電
算
化
に
つ
い
て

　
本
論
と
は
少
し
外
れ
る
が
、
統
計
の
集
計
処

理
の
方
法
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
求
め
た
の

で
、
結
果
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
事
業
統
計
の
集
計
事
務
は
大
変
な
労
力
を
必

要
と
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
れ
も
単
純
で

し
か
も
正
確
さ
と
根
気
が
要
求
さ
れ
る
仕
事
で

あ
る
。
最
も
電
算
処
理
に
適
し
た
事
務
で
あ
る

と
思
う
が
、
現
在
電
算
処
理
し
て
い
る
施
設

は
、
厚
木
文
化
会
館
と
川
崎
市
幸
市
民
館
の
二

館
（
六
％
）
の
み
で
あ
る
。
将
来
電
算
処
理
を

す
る
と
し
た
施
設
を
含
め
て
も
一
一
館
（
三
〇

・
六
％
）
に
過
ぎ
な
い
。

　
現
在
。
統
計
の
集
計
を
手
集
計
で
行
っ
て
い

る
施
設
（
三
四
館
、
九
四
知
）
の
集
計
に
要
す

る
平
均
延
時
間
は
九
一
・
九
時
間
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
将
来
電
算
処
理
す
る
と
し
た
施
設
の

平
均
は
一
四
五
・
二
時
間
、
将
来
も
電
算
処
理

し
な
い
と
し
た
施
設
の
平
均
は
七
一
・
一
時
間

で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
見
る
と
集
計
事
務
量
の
多

寡
が
電
算
処
理
導
入
の
態
度
を
決
め
る
主
要
な

要
素
と
言
え
る
が
、
実
際
に
は
二
〇
〇
時
間
を

超
え
る
施
設
で
も
電
算
処
理
を
し
な
い
と
す
る

と
こ
ろ
も
あ
り
、
逆
に
二
〇
時
間
位
で
も
電
算

処
理
を
す
る
と
し
た
施
設
も
あ
る
。
要
は
そ
れ

ぞ
れ
の
施
設
の
組
織
や
事
務
の
合
理
化
に
対
す

る
姿
勢
の
差
で
あ
ろ
う
が
、
全
体
と
し
て
は
明

ら
か
に
姿
勢
は
後
向
き
で
あ
る
。
統
計
の
標
準

化
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
見
ら
れ
た
施
設
の
運
営
管

理
に
お
け
る
積
極
さ
が
、
不
思
議
な
こ
と
だ

が
、
こ
こ
で
は
う
か
が
え
な
い
。

三
―
ま
と
め

　
繰
返
す
よ
う
だ
が
、
事
業
統
計
は
厚
い
統
計
　

書
を
作
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
利
用
の
実

態
を
把
握
し
、
そ
れ
を
施
設
の
建
設
整
備
計
画

や
運
営
管
理
の
改
善
等
に
生
か
し
て
、
行
政
効

果
を
十
全
な
ら
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
行
政
効
果
と
は
市
民
の
行
政
に
対

す
る
需
要
に
効
率
的
に
こ
た
え
る
こ
と
で
あ

る
。

　
経
済
の
高
度
化
に
よ
っ
て
、
市
民
の
生
活
レ

ベ
ル
は
著
し
く
向
上
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ

て
余
暇
も
増
え
て
、
物
的
豊
か
さ
か
ら
精
神
的

豊
か
さ
が
市
民
生
活
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と

な
っ
て
き
た
。
文
化
的
な
も
の
に
対
す
る
需
要

の
増
大
も
そ
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
。
し
か
も

価
値
の
多
様
化
に
対
応
し
て
、
そ
の
質
に
対
す

る
要
求
も
多
様
化
と
高
度
化
の
様
相
を
呈
し
て

い
る
。

　
市
民
の
、
変
遷
す
る
文
化
的
需
要
を
つ
か
み
、

効
率
的
に
そ
れ
に
こ
た
え
て
い
く
に
は
、
現
に

あ
る
施
設
の
利
用
の
実
態
を
把
握
し
、
そ
の
動

向
を
つ
ぶ
さ
に
探
れ
ば
、
お
の
ず
と
取
る
べ
き

行
政
施
策
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
だ
け
事
業
統
計
の
意
義
は
高
ま
っ
て
お

り
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
の
施
設
だ
け
の
も
の
で

は
な
く
、
広
く
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
事
業
統
計
の
標
準
化
が
強
く
求
め
ら
れ
る

の
は
、
こ
の
様
な
事
情
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
運
動
が
事
業
統
計
に
対
ず
る
認
識
を
深
め

有
用
な
統
計
項
目
の
実
施
を
促
す
こ
と
に
も
な

る
。

　
我
々
は
今
後
、
更
に
県
公
文
で
こ
の
問
題
の

検
討
を
進
め
て
い
く
が
、
も
し
県
公
文
で
の
試

み
が
う
ま
く
い
け
ば
、
そ
の
上
部
組
織
で
あ
る

関
東
甲
信
越
静
地
区
公
立
文
化
施
設
協
議
会

（
五
十
九
年
度
現
在
、
加
盟
館
二
二
九
館
）
や

全
国
公
立
文
化
施
設
協
議
会
（
同
六
〇
七
館
）

に
順
次
提
案
し
、
ホ
ー
ル
を
主
体
と
ナ
る
文
化

施
設
の
事
業
統
計
の
標
準
化
の
運
動
を
全
国
的

な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
作
成
に
つ
い
て
は
、

管
理
係
の
笹
本
正
幸
さ
ん
、
宇
佐
美
千
栄
里
さ

ん
に
お
手
伝
い
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
つ
け
加

え
こ
こ
に
感
謝
し
た
い
。

〈
市
民
局
青
少
年
部
文
化
体
育
館
管
理
係
長
〉
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