
へ
の
不
安
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
、
社
会
の
深
部
に
お
け
る
秩
序
の
変
容
の

な
か
で
、
公
共
的
価
値
を
も
つ
社
会
的
な
施
設
と
し

て
、
現
代
に
生
き
る
博
物
館
に
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割

と
課
題
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
「
博
物
館
は
市
民

の
大
学
！
」
と
胸
を
張
っ
て
宣
言
す
る
だ
け
で
は
す
ま

な
い
時
代
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

Ｏ
－
『
柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
誕
生
』
と
『
消
費
社
会

　
　
の
神
話
と
構
造
』

　
　
″
消
費
社
会
”
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
山
崎
正
和

　
『
柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
誕
生
－
消
費
社
会
の
美

学
』
（
中
央
公
論
社
一
九
八
四
年
）
は
、
示
唆
に
富
む
問

題
提
起
を
し
て
い
る
。
山
崎
正
和
は
現
代
日
本
を
、
産

業
化
社
会
か
ら
脱
産
業
化
社
会
へ
の
過
渡
期
と
位
置
づ

け
、
そ
の
世
界
史
的
な
変
化
の
実
験
場
と
し
て
い
る
。

　
産
業
化
社
会
と
は
、
生
産
の
原
理
「
効
串
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
す
る
社
会
で
あ
り
、
目
的
を
志
向
し
、
最
短

距
離
を
競
争
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
社
会
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
物
質
的
財
貨
を
受
け
る
こ
と
が
人
々
の
よ

ろ
こ
び
で
あ
り
、
固
い
集
団
へ
の
帰
属
意
識
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
脱
産
業
化
社
会
と
は
、
消
費
の
原
理

　
「
成
熟
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
社
会
で
あ
り
、
過
程

を
志
向
し
、
表
現
の
幅
を
楽
し
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

社
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
人
々
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
り
、
柔
ら
か
な
自
我
を
も
っ

た
個
人
主
義
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
消
費
社
会
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
が
も
つ
肯
定
面
を
、
積
極
的
に
評
価
し
た
主

張
で
あ
る
。

　
逆
に
、
消
費
社
会
を
、
産
業
化
社
会
の
倒
錯
し
た
姿

恚
み
る
の
が
、
ボ
ー
ド
ジ
ャ
ー
ル
・
今
村
仁
司
訳
『
消

費
社
会
の
神
話
と
構
造
』
　
（
紀
伊
國
屋
書
店
一
九
七
九

年
）
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
ジ
ャ
ー
ル
は
、
消
費
社
会
に

お
け
る
。
個
人
”
と
は
、
個
人
主
義
が
本
来
も
っ
て
い

た
、
自
ら
の
こ
と
は
自
ら
律
し
て
い
く
と
い
う
、
強
靭

な
自
立
性
の
解
体
の
う
え
に
成
立
し
た
擬
似
個
人
主
義

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
享
受
（
ｅ
ｎ
ｊ
ｏ
ｙ
）
と
は
、
本
来
、
喜
び
や
楽
し
み
を

も
っ
て
受
け
る
、
主
体
的
な
精
神
的
充
足
を
意
味
し
て

い
る
。
し
か
し
現
代
の
消
費
は
、
こ
う
し
た
享
受
の
否

認
の
う
え
に
成
立
し
、
倒
錯
し
た
、
他
者
に
見
せ
る
た

め
の
消
費
へ
と
転
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
々
は
、

産
業
（
企
業
）
の
生
み
出
す
膨
大
な
、
幻
の
多
様
性
の

な
か
で
、
選
ぶ
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
自

ら
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
一
方
で
、
不
安
感
や
む
な
し
さ

が
、
単
純
化
へ
の
期
待
壹
生
み
だ
し
、
他
方
で
は
、
選

べ
る
知
識
＝
差
異
化
（
他
者
に
見
せ
る
た
め
の
知
識
）

と
し
て
、
知
識
の
ゲ
ー
ム
化
か
大
規
模
に
進
行
さ
れ
て

い
く
。
消
費
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
も
つ
否
定
面
を
指

摘
し
た
主
張
で
あ
る
。

　
消
費
社
会
を
肯
定
的
に
み
る
か
、
そ
れ
と
も
否
定
的

に
み
る
か
、
論
議
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

し
、
産
業
と
い
う
生
産
の
原
理
が
厳
然
と
し
て
、
社
会

の
枠
組
を
支
配
し
て
い
る
な
か
で
、
そ
の
合
理
的
原
理

と
は
異
な
る
軸
を
求
め
、
共
感
す
る
と
い
う
消
費
社
会

と
は
、
″
受
け
身
″
の
社
会
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

＠
－
受
け
身
の
社
会
の
博
物
館

　
博
物
館
は
消
費
社
会
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
も
い
え

る
。
そ
こ
に
は
、
印
象
派
が
描
く
絵
画
の
よ
う
に
「
受

け
身
で
満
ち
足
り
た
世
界
」
が
広
が
っ
て
い
く
。
日
常

の
生
活
と
離
れ
た
知
識
を
、
よ
り
多
く
も
つ
こ
と
は
ス

テ
イ
ク
ス
と
な
り
、
知
識
は
現
実
性
を
喪
失
し
た
ゲ
ー

ム
と
し
て
機
能
し
、
人
生
と
の
直
接
性
を
稀
薄
な
も
の

と
し
て
い
く
。

　
人
々
は
、
現
実
の
日
々
の
生
活
の
場
に
お
い
て
、
自

ら
の
確
か
な
存
在
を
実
感
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て

き
て
い
る
。
む
し
ろ
、
生
活
の
場
か
ら
離
れ
た
、
趣
味

や
レ
ジ
ャ
ー
と
い
う
変
身
の
場
に
お
い
て
、
い
い
か
え

れ
ば
、
生
産
の
場
に
お
い
て
で
は
な
く
、
消
費
の
場
に

お
い
て
、
は
じ
め
て
自
分
本
来
の
姿
を
確
認
す
る
と
い

う
の
が
実
情
で
は
な
い
か
。

　
た
と
え
没
個
人
的
な
世
界
で
も
よ
い
。
競
争
原
理
か

ら
離
れ
た
世
界
で
、
な
に
か
自
分
が
生
き
て
い
る
と
い

う
確
か
な
あ
か
し
、
小
さ
な
存
在
感
が
強
く
求
め
ら
れ
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て
い
る
。
競
争
原
理
の
支
配
す
る
現
実
の
社
会
が
、
裏

返
し
て
そ
れ
を
強
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
受
け
身
の
社
会
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
孤

独
な
、
そ
し
て
個
別
化
さ
れ
た
人
々
の
感
性
（
イ
メ
ー

ジ
）
に
訴
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
軸
と
し
て
い
る
の
が
、
広

告
代
理
店
で
あ
り
、
商
業
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
で
あ
る
。

そ
し
て
不
幸
な
こ
と
に
、
最
近
の
博
物
館
建
設
に
は
、

こ
う
し
た
論
理
が
、
そ
の
ま
ま
博
物
館
づ
く
り
に
も
ち

こ
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
博
物
館
と
い
う
公
共
的
機
関
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

孤
独
な
、
そ
し
て
個
別
化
さ
れ
九
市
民
を
、
客
体
と
し

て
固
定
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
受
け

身
の
参
加
か
ら
、
自
ら
の
″
場
″
を
み
な
お
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
己
教
育
の
担
い
手

へ
と
、
成
長
’
転
化
し
て
い
く
過
程
を
う
な
が
し
、
ま

た
つ
つ
み
こ
み
、
そ
し
て
保
障
し
て
い
く
と
い
う
取
り

組
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
場
の
確
保
、
ま
た

学
習
内
容
や
学
習
方
法
の
提
示
と
援
助
が
求
め
ら
れ
て

く
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
目
的

至
上
主
義
の
克
服
で
あ
る
。
目
的
を
純
化
し
、
そ
こ
に

い
た
る
最
短
距
離
を
図
り
、
効
率
を
求
め
る
思
考
こ

そ
、
近
代
合
理
主
義
の
論
理
に
は
か
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
市
民
の
自
己
教
育
力
と
は
、
主
体
的
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
他
面
的
性
格
を
も
つ
も
の

で
あ
り
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
幅
を
理
解
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
何
か
が
用
意
さ
れ
、
待
ち
か
ま
え
て
い
る
場
で
は

な
い
。
平
林
正
夫
は
、
国
立
公
民
館
に
お
け
る
経
験
を

と
う
し
て
、
″
た
ま
り
場
″
と
い
う
、
学
校
で
も
な
い
、

家
庭
で
も
な
い
、
教
育
の
中
間
項
の
も
つ
積
極
的
意
味

を
、
「
空
間
」
の
も
つ
大
切
さ
と
し
て
提
起
し
て
い
る

　
（
平
林
正
夫
「
″
た
ま
り
場
考
″
社
会
教
育
に
お
け
る

空
間
論
的
視
点
」
前
掲
『
現
代
社
会
教
育
の
課
題
と
展

望
』
所
収
）
。

　
出
合
い
↑
ｙ
気
づ
き
Ｉ
学
び
圭
父
流
の
連
鎖
の
な
か

で
、
何
か
目
的
を
も
ち
、
活
動
を
は
じ
め
る
た
め
の
場

づ
く
り
、
「
自
己
形
成
空
間
」
の
も
つ
重
要
性
は
博
物

館
も
同
様
で
あ
る
。
事
実
、
博
物
館
と
市
民
が
協
力
し

て
、
地
域
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
館
で

は
、
こ
の
連
鎖
の
た
め
の
場
づ
く
り
に
そ
う
と
う
な
努

力
を
は
ら
っ
て
い
る
。

　
消
費
社
会
と
い
う
、
受
け
身
の
社
会
の
進
行
と
と
も

に
、
博
物
館
は
急
激
に
発
展
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

孤
独
な
、
そ
し
て
個
別
化
さ
れ
た
市
民
に
と
っ
て
、
博

物
館
、
と
り
わ
け
美
術
館
、
動
物
園
、
植
物
園
な
ど
は
、

ア
ジ
ー
ル
（
避
難
空
間
）
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
博
物
館
が
、
産
業
社
会
の

効
率
と
い
う
原
理
と
は
、
別
の
も
の
を
軸
と
し
て
い
る

こ
と
の
反
映
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ア
ジ
ー
ル

は
ま
た
、
現
実
の
社
会
を
相
対
化
し
て
い
く
契
機
を
秘

め
た
、
積
極
的
意
味
を
含
ん
だ
空
間
で
も
あ
る
。

＠
－
受
け
身
の
学
習
か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
形
成

　
　
へ

　
消
費
社
会
の
特
質
で
も
あ
る
「
他
者
に
見
せ
る
た
め

の
知
識
」
と
い
う
も
の
が
、
現
実
性
を
喪
失
し
た
ゲ
ー

ム
化
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
面
、
知
識

を
介
し
た
、
他
者
と
の
新
た
な
関
係
性
の
成
立
が
可
能

な
社
会
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
人
々
に
と
っ
て
、
知
識
や
技
術
を
も
つ
こ
と
が
楽
し

み
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
が
、
そ
の
内
容
を
他

者
に
表
現
し
え
る
技
を
も
っ
た
と
き
で
あ
る
。
獲
得
し

た
知
識
や
技
術
を
、
自
分
の
言
葉
や
表
現
で
他
者
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
そ
の
知
識
や
技
術
は
身
に

つ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
″
知
る
″
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
自
体
は
個
人
的
な
営
為
で
あ
り
な
が
ら
、
し

か
し
協
同
の
行
為
の
な
か
で
確
か
め
ら
れ
て
い
く
も
の

で
あ
る
。
表
現
す
る
と
い
う
回
路
を
失
っ
た
知
識
や
技

術
は
虚
し
い
。

　
問
題
と
な
る
の
は
、
現
実
性
の
喪
失
で
あ
り
、
そ
の

背
景
を
な
す
受
け
身
の
学
習
の
固
定
化
で
あ
る
。
先
に
、

　
「
市
民
の
学
習
の
二
つ
の
方
向
」
で
並
べ
た
よ
う
に
、

市
民
を
客
体
と
し
て
、
受
け
身
の
学
習
者
に
固
定
化
し

て
し
ま
っ
て
は
、
新
た
な
関
係
性
は
生
ま
れ
な
い
。
カ

ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
、
博
物
館
が
す
べ
て
用

意
し
、
待
ち
か
ま
え
て
い
る
教
育
事
業
か
ら
は
、
学
習
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者
相
互
の
表
現
に
よ
る
交
流
と
、
知
識
・
技
術
を
介
し

た
新
た
な
展
開
や
発
展
は
生
ま
れ
に
く
い
。

　
消
費
社
会
は
ま
た
、
限
り
な
く
欲
望
と
差
異
化
の
喚

起
さ
れ
る
社
会
で
あ
り
、
教
育
事
業
も
、
受
け
身
の
参

加
者
に
よ
っ
て
、
次
々
と
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

消
費
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
工
夫
す
る
」
、
「
積

み
重
ね
る
」
、
「
深
く
か
み
し
め
て
み
る
」
と
い
う
学
習

態
度
は
著
し
く
衰
退
し
て
お
り
、
煩
雑
な
準
備
作
業
に

追
わ
れ
て
き
た
学
芸
員
に
は
、
た
だ
消
耗
感
だ
け
が
蓄

積
さ
れ
て
い
く
。
参
加
者
が
、
自
ら
表
現
す
る
と
い
う

回
路
を
失
っ
た
、
一
過
性
の
教
育
事
業
は
明
ら
か
に
行

き
詰
ま
っ
て
き
て
い
る
。

　
し
か
し
同
時
に
、
消
費
社
会
の
成
立
は
、
所
属
す
る

社
会
的
集
団
の
属
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
個
人
単
位
の
、

自
由
な
集
団
の
形
成
を
可
能
と
し
て
き
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
れ
は
、
趣
味
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
専
門
的
な

調
査
・
研
究
の
領
域
ま
で
発
展
し
て
き
て
い
る
。
自
ら

の
も
つ
知
識
・
技
術
の
、
自
由
な
相
互
交
流
に
よ
る
、

新
た
な
関
係
性
の
誕
生
と
い
う
、
市
民
レ
ベ
ル
の
ア
マ

チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
成
立
で
あ
る
。

　
博
物
館
を
舞
台
と
し
て
、
市
民
自
身
に
よ
る
各
種
の

研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
各
地
に
確
実
に
育
っ
て
お
り
、
既

存
の
学
問
へ
の
挑
戦
も
は
芯
ま
っ
て
き
て
い
る
。
博
物

館
と
市
民
グ
ル
ー
プ
と
の
協
力
、
ま
た
共
同
調
査
、
～
共

同
研
究
の
成
果
も
、
各
種
の
調
査
報
告
書
と
し
て
各
地

で
刊
行
さ
れ
て
き
て
い
る
。
　
＼

図一３　川崎市青少年科学館市民自然調査団運営見取図
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図
－
３
の
川
崎
市
青
少
年
科
学
館
に
よ
る
″
市
民
自

然
調
査
団
″
の
試
み
は
、
市
民
レ
ベ
ル
の
ア
マ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
の
形
成
に
は
た
す
、
博
物
館
の
代
表
的
な
実
践

例
で
あ
る
。
地
質
、
昆
虫
な
ど
七
つ
の
調
査
分
野
毎
に
、

地
元
の
学
校
の
先
生
を
中
心
と
し
た
専
門
家
を
配
置

し
、
各
分
野
毎
に
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
主
婦
、
学
生

な
ど
）
に
よ
り
、
五
年
計
画
で
市
内
の
自
然
を
調
査
し
、

資
料
の
収
集
寺
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
般
に

こ
の
種
の
調
査
は
、
大
学
の
研
究
室
、
調
査
専
門
会
社

号
委
託
す
る
例
ぶ
多
い
。
効
率
的
で
正
確
の
よ
う
に
み

え
る
が
、
実
際
は
、
報
告
書
一
冊
の
み
で
、
関
連
デ
ー

タ
ー
な
ど
は
館
や
地
元
に
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
専
門
的
研
究
に
耐
え
る

内
容
と
す
べ
く
、
初
年
度
は
正
確
な
記
録
の
仕
方
、
標

本
の
つ
く
り
方
な
ど
、
予
備
調
査
を
兼
ね
て
、
ボ
ラ
ン

Ｌ
ア
イ
ア
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
十
分
な
時
間
を
か
け
て
い

る
点
で
あ
る
。

＼
第
二
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
、
一
年
毎
に
更
新
す
る

登
録
制
と
し
て
、
責
任
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ま
た
各

・
班
の
連
絡
と
進
行
状
況
の
報
告
を
兼
ね
て
、
ボ
ラ
ン
テ

～
イ
ア
通
信
を
発
行
し
て
お
り
、
毎
年
≒
市
民
の
手
に
よ

・
る
川
崎
市
域
自
然
調
査
の
報
告
』
に
て
、
そ
の
年
の
成

果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
報
告
書
と
と
も
に
、
収
集
資
料
を
中
心
に

毎
年
市
内
三
ヵ
所
を
会
場
に
。
移
動
特
別
展
”
を
実
施

し
、
調
査
し
た
成
果
の
広
い
市
民
へ
の
還
元
が
図
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
①
一
過
性
の
事
業
で
は
な
く
、
継
続

的
な
蓄
積
を
重
視
し
た
長
期
の
展
望
を
も
ち
、
②
市
民

を
受
け
身
の
参
加
に
と
ど
め
ず
、
責
任
を
も
っ
た
担
当

者
と
し
て
の
参
加
を
求
め
、
③
体
験
の
楽
し
さ
に
終
わ

ら
ず
、
活
動
を
記
録
し
、
そ
れ
を
表
現
す
る
発
表
の
場

を
設
け
、
さ
ら
に
④
博
物
館
の
資
料
と
な
る
だ
け
の
正

確
な
デ
ー
タ
づ
く
り
を
め
ざ
す
試
み
は
、
各
地
の
博
物

館
で
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
を
も
つ
、
大
阪

市
立
自
然
史
博
物
館
、
横
須
賀
市
博
物
館
、
平
塚
市
博
物

館
、
東
京
都
高
尾
自
然
科
学
博
物
館
、
千
葉
市
加
曽
利

貝
塚
博
物
館
な
ど
で
は
、
博
物
館
を
舞
台
と
し
た
市
民

研
究
者
が
育
ち
、
独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
ま

で
に
な
っ
。
て
き
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
こ
れ
は
、
市
民
の
自
己
教
育
力
の
発
展
ば
か
り
で
は

な
く
、
そ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
形
成
を
と
お
し
て
、

実
は
、
博
物
館
自
身
が
大
き
く
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
契

機
と
も
な
ヽ
つ
て
き
て
い
る
。
深
い
問
題
関
心
を
も
つ
、
自

由
で
独
立
し
た
市
民
と
の
交
流
を
重
ね
る
な
か
か
ら
。

新
し
い
取
り
組
み
が
企
画
さ
れ
、
博
物
館
と
市
民
が
協

力
し
た
実
施
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
進
ん
だ
博
物
館
で

は
、
各
種
の
活
動
を
め
ぐ
る
、
館
と
市
民
団
体
と
の
新

し
い
ル
ー
ル
づ
く
り
ま
で
論
議
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
消
費
社
会
の
博
物
館
は
、
学
習
の
個
人
主
義
化
、
高

度
化
、
多
様
化
に
対
応
し
て
、
一
方
で
は
、
受
け
身
の

学
習
に
よ
る
知
識
の
ゲ
ー
ム
化
が
大
規
模
に
進
行
し
つ

つ
、
同
時
に
他
方
で
は
、
少
数
な
が
ら
も
ア
マ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
（
市
民
研
究
者
）
へ
の
転
化
が
生
ま
れ
る
と
い

う
時
代
で
あ
る
。
こ
の
二
極
化
し
た
利
用
形
態
の
な
か

で
、
受
け
身
の
学
習
か
ら
自
己
教
育
力
の
形
成
へ
と
い

う
、
”
場
″
を
設
け
、
そ
の
”
階
段
”
を
つ
く
る
、
意

志
と
能
力
と
条
件
が
あ
る
か
ど
う
か
が
、
今
後
の
博
物

館
の
分
か
れ
道
と
も
い
え
よ
う
。

ｅ
ｌ
選
択
肢
の
な
い
息
づ
ま
る
空
間
か
ら
の
解
放

写真一2　千葉市加曽利貝塚博物館の土器づくりの実演“土器づ:く

り同好会”という市民団体が博物館と協力して毎年主催しでいる
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「
受
け
身
の
学
習
か
ら
自
己
教
育
力
の
形
成
へ
」
と

い
う
こ
と
は
、
博
物
館
の
展
示
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
展
示
は
、
市
民
が
楽
し
み
な
が
ら
学
習
で
き
る
場

で
あ
る
が
、
こ
の
利
用
の
仕
方
に
は
、
大
き
く
二
つ
の

タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
　
　
　
い
　
　
　
　
　
ト

　
第
一
の
タ
イ
プ
は
、
小
学
生
グ
ル
ー
プ
や
技
術
者
達

で
、
、
資
料
そ
の
も
の
を
実
に
て
い
ね
い
に
観
察
し
て
い

る
。
資
料
の
形
や
色
の
変
化
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

発
見
を
し
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
疑
問
も
数
多
く
生
ま
れ

て
く
る
。

　
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
学
校
の
先
生
が
典
型
で
、
一
般

に
高
等
教
育
を
受
け
て
き
た
人
達
に
多
い
が
、
資
料
で

は
な
く
、
そ
の
解
説
文
を
中
心
に
見
て
い
る
。
野
外
の

観
察
会
で
も
、
説
明
は
よ
く
聞
く
が
物
は
見
て
い
な
い
。

自
分
で
確
か
め
る
ま
え
に
、
回
答
を
求
め
、
満
足
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
説
が
不
十
分
だ
と
い
う
指
摘

は
多
い
が
、
そ
の
た
め
の
選
択
肢
が
用
意
さ
れ
れ
ば
済

ん
で
し
ま
う
。

　
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
間
に
は
、
学
習
の
ス
タ
イ
ル

を
め
ぐ
る
基
本
的
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。
第
二
の
タ
イ

プ
は
、
明
ら
か
に
受
け
身
の
学
習
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、

現
在
の
博
物
館
展
示
は
、
こ
の
タ
イ
プ
に
対
応
し
た
、

す
べ
て
説
明
し
て
く
れ
る
「
親
切
で
、
わ
か
り
や
す
い
」

も
の
と
な
っ
て
き
て
い
右
。
　
　
　
　
　
＼

　
こ
こ
十
年
程
に
開
館
し
た
博
物
館
の
多
く
は
、
展
示

業
者
に
よ
る
｛
視
聴
覚
機
器
を
多
用
し
た
、
美
し
く
完

成
さ
れ
た
、
し
か
し
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
費
用
が
膨
大
な
」

展
示
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
テ
ー
マ
展
示
と
二
次
資

料
（
間
接
資
料
）
、
視
聴
覚
機
器
を
組
み
合
わ
せ
た
展
示

方
法
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
の
管
理
さ
れ
、
計
算
さ

れ
っ
く
さ
れ
た
展
示
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
し
か
七
一
過
性

の
見
学
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
そ
の
典
型
で
あ
る
Ｑ
＆
Ａ
形
式
の
展
示
は
、
実
際
の

七
こ
ろ
、
子
ど
も
の
ゲ
ー
ム
以
上
に
は
活
用
さ
れ
て
は

い
な
い
。
い
か
に
「
親
切
で
、
わ
か
り
や
す
く
」
と
も
、

設
定
さ
れ
た
選
択
肢
以
外
に
判
断
の
余
地
の
全
く
な

い
、
息
づ
ま
る
空
間
に
ウ
ン
ザ
リ
と
し
て
し
ま
う
。
終

始
受
け
身
で
あ
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の

な
か
か
ら
は
、
白
ダ

達
成
感
や
充
実
感
は
生
ま
れ
な
い
。
再
度
訪
ね
る
意
欲

も
湧
い
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
過
性
の
利
用
か
ら
継
続
的
な
活
用
へ
と
い
う
、
博

物
館
の
利
用
形
態
の
大
き
な
変
化
の
な
か
で
、
少
数
の

完
成
し
、
完
結
さ
れ
た
展
示
は
、
す
で
に
時
代
遅
れ
と

な
っ
て
き
て
い
る
。
む
し
ろ
、
入
館
者
自
身
に
よ
る
、

比
較
検
討
が
可
能
と
な
る
だ
け
の
膨
大
な
資
料
、
し
か

も
実
物
資
料
の
展
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
過
性
の
利
用
と
い
う
、
観
光
客
を
対
象
と
し
た
博

物
館
は
別
と
し
て
、
さ
き
の
第
一
の
タ
イ
プ
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
、
自
己
学
習
能
力
の
育
成
に
必
要
な
の
は
、

む
し
ろ
無
秩
序
と
も
思
え
る
よ
う
な
、
資
料
の
集
積
を

示
す
古
典
的
な
カ
オ
ス
型
展
示
で
あ
る
。
特
に
、
入
館

者
を
受
け
身
の
態
度
に
固
定
し
て
し
ま
う
、
視
聴
覚
機

器
の
乱
用
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
～
～

　
博
物
館
に
お
け
る
、
人
々
と
資
料
の
″
出
合
い
”
の

か
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
の
幅
を
許
容
す
る
展

示
の
豊
か
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
人
々
が
、
自
分
の

な
か
に
あ
る
無
意
識
の
部
分
と
出
合
う
こ
と
、
つ
ま
り

″
気
づ
く
″
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
内
面
的
な
、

そ
し
て
主
体
的
な
行
為
な
わ
け
で
も
あ
る
。

　
博
物
館
の
も
っ
て
い
る
知
識
を
、
人
々
に
教
授
す
る

と
い
う
啓
蒙
主
義
は
、
受
け
身
の
社
会
で
は
、
今
後
と

も
人
々
の
人
気
を
博
す
こ
と
だ
ろ
う
。
内
面
的
葛
藤
を

避
け
た
、
楽
な
享
受
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

で
は
市
民
め
自
己
教
育
力
は
育
だ
な
い
。
博
物
館
と
い

う
公
共
機
関
に
は
、
そ
れ
に
必
要
な
。
場
と
階
段
づ
く

り
″
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
博
物
館
は
、

デ
ィ
ズ
エ
圭
フ
ン
ド
で
は
な
い
。

五
―
博
物
館
１
　
営
の
問
題
－
学
芸
活
動
の
制
度

　
　
　
　
一
的
保
障

　
六
〇
年
代
末
以
降
二
〇
年
程
の
間
に
、
日
本
の
博
物

館
は
、
学
芸
活
聯
の
領
域
で
は
、
質
量
と
も
に
大
き
く

構
造
的
に
変
容
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
学
芸

活
動
を
、
公
共
的
価
値
と
し
て
支
え
、
あ
る
い
ば
保
障

し
、
そ
し
て
条
件
づ
け
る
博
物
館
運
営
の
領
域
は
、
未

整
備
の
ま
ま
現
在
に
い
た
っ
て
い
｛
る
。
～
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現
代
の
博
物
館
が
か
か
え
て
い
る
の
は
、
学
芸
活
動

の
領
域
と
、
運
営
の
領
域
と
の
は
な
は
だ
し
い
格
差
の

現
実
で
あ
り
、
特
に
自
治
体
に
お
け
る
博
物
館
行
政
の

空
白
状
態
で
あ
る
。
紙
数
の
点
か
ら
、
現
状
と
基
本
的

問
題
に
限
っ
て
お
く
（
博
物
館
運
営
の
全
般
的
な
問
題

に
関
し
て
は
、
社
会
教
育
推
進
全
国
協
議
会
『
住
民
の

学
習
と
資
料
』
第
一
三
号
″
特
集
・
市
民
の
た
め
の
博

物
館
″
一
九
八
四
年
参
照
）
。

０
－
登
録
博
物
館
・
学
芸
員
・
館
長

　
第
一
に
、
博
物
館
運
営
の
問
題
を
、
象
徴
的
に
現
わ

し
て
い
る
の
が
、
博
物
館
法
の
対
象
と
な
る
、
登
録
博

物
館
、
相
当
施
設
の
数
で
あ
る
。

　
一
九
八
六
年
段
階
で
は
、
四
、
〇
五
七
館
（
前
掲
『
博

物
館
・
情
報
検
索
事
典
』
）
の
博
物
館
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
表
－
1
0
の
よ
う
に
、
同
時
期
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
そ
の
う
ち
博
物
館
法
の
対
象
に
な
る
の
は
、
登

録
博
物
館
は
四
四
六
館
、
準
博
物
館
と
し
て
の
相
当
施

設
二
三
〇
館
、
合
計
六
七
六
館
（
全
博
物
館
の
一
六
・

七
賢
）
に
す
ぎ
な
い
。
他
の
圧
倒
的
多
数
の
館
は
、
博

物
館
法
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
類
似
施
設
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
類
似
施
設
の
運
営
は
、
設
置
者
の
恣

意
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
博
物
館
行
政
の
対
象

と
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
公
立
館
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
館
が
「
国
民
の
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
」
（
博
物
館
法
第
一
条
）
に

表－10　登録博物館・博物館相当施設のJ内訳
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博
物
館
と
し
て
の
独
自
の
運
営
を
し
て
い
く
と
い
う
、

制
度
的
な
保
障
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
博
物
館
固
有
の
目
的
と
機
能
を
担
う
、
専

門
的
職
員
と
し
て
の
学
芸
員
の
問
題
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
資
格
を
も
ち
、
博
物
館
に
お
い
て
学
芸
関

係
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
、
専
門
的
職
員
全
般
を

　
。
学
芸
員
〃
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
厳
密
に
″
学
芸

員
″
と
い
う
の
は
、
図
１
４
の
よ
う
に
、
①
学
芸
員
有

資
格
者
で
あ
り
、
②
登
録
博
物
館
に
勤
務
し
、
③
任
命

権
者
に
よ
り
博
物
館
の
学
芸
関
係
の
業
務
に
従
事
す
る

専
門
的
職
員
と
し
て
発
令
さ
れ
、
④
博
物
館
法
第
一
一

条
に
も
と
づ
く
登
録
原
簿
（
都
道
府
県
教
育
委
員
会
所

管
）
に
記
載
さ
れ
た
者
の
み
を
い
う
。
相
当
施
設
の
場
合

は
、
学
芸
員
に
相
当
す
る
職
員
と
い
う
性
格
で
あ
る
。

　
学
芸
員
は
「
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
、
展
示
及

び
調
査
研
究
そ
の
他
こ
れ
と
関
連
す
る
事
業
に
つ
い
て

の
専
門
的
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
」
（
博
物
館
法
第
四
条
）

と
い
う
、
博
物
館
の
基
本
と
な
る
機
能
を
担
う
職
種
で

あ
る
。
し
か
し
現
状
は
、
全
国
の
博
物
館
で
専
任
の
学

芸
員
は
Ｉ
、
二
七
三
人
（
専
任
の
学
芸
員
補
は
三
八
三

人
）
に
す
ぎ
ず
、
表
－
1
0
の
よ
う
に
、
一
館
平
均
一
・

九
人
と
い
う
水
準
で
あ
る
。

　
現
実
に
は
、
①
学
芸
員
有
資
格
者
で
あ
り
、
②
登
録

博
物
館
に
勤
務
し
、
③
実
際
に
学
芸
関
係
の
業
務
に
従

事
し
て
お
り
な
が
ら
、
設
置
者
の
人
事
政
策
、
労
務
管
理

の
必
要
か
ら
。
学
芸
員
″
と
は
せ
ず
、
一
般
行
政
職
、

事
務
職
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
る
学
芸
職
員
が
多
数
お

り
、
制
度
上
は
不
安
定
な
身
分
に
お
か
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
公
立
の
登
録
博
物
館
で
、
専
門
的
職
員
と

し
て
採
用
し
、
任
用
さ
れ
な
が
ら
、
行
政
職
と
同
様
に

　
「
同
一
職
場
五
年
以
上
の
者
は
異
動
す
る
」
と
し
て
、

他
職
場
に
異
動
さ
せ
て
し
ま
う
例
も
い
く
つ
か
み
ら
れ

る
。
船
橋
市
で
は
、
こ
う
し
た
不
当
な
配
置
転
換
を
め

ぐ
り
、
公
共
博
物
館
の
社
会
的
役
割
、
学
芸
員
の
専
門

性
と
い
う
も
の
が
、
準
司
法
手
続
を
も
つ
公
平
委
員
会

の
場
で
ゴ
二
年
間
に
わ
た
っ
て
争
わ
れ
、
現
職
復
帰
が

勝
ち
と
ら
れ
た
（
自
治
労
船
橋
市
役
所
職
員
組
合
他
『
人

事
の
民
主
化
と
学
芸
員
の
専
門
性
を
め
ぐ
っ
て
１
新

井
公
平
委
員
会
闘
争
三
年
の
記
録
』
一
九
八
一
年
）
。
こ

う
し
た
学
芸
員
の
専
門
性
確
立
へ
心
道
が
可
能
と
な
っ

た
の
も
、
登
録
博
物
館
と
い
う
、
博
物
館
運
営
に
対
す

る
制
度
的
保
障
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
博
物
館
運
営
の
中
心
と
な
る
館
長
の
問
題

で
あ
る
。

　
博
物
館
と
い
う
、
他
と
異
な
る
、
固
有
の
目
的
と
機

能
を
も
つ
機
関
の
運
営
に
つ
い
て
、
法
は
「
館
長
は
、

館
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
監
督
し
て
、
博
物
館
の

任
務
の
達
成
に
努
め
る
」
（
博
物
館
法
第
四
条
）
と
重
く

規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
現
状
は
、
全
国
の
登
録
博
物

館
・
相
当
施
設
が
六
七
六
館
あ
り
な
が
ら
、
専
任
の
館

長
は
三
四
三
人
で
あ
る
。
表
－
1
0
の
よ
う
に
、
一
館
平

均
〇
・
五
人
と
い
う
驚
く
べ
き
水
準
で
あ
る
。
こ
れ
で

図一４　博物館の専門的職員（学芸員と学芸職員）
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は
「
博
物
館
の
任
務
の
達
成
に
努
め
る
」
職
務
と
は
な

り
え
ず
、
博
物
館
運
営
以
前
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ

　
館
長
と
い
う
職
種
は
、
制
度
上
も
、
ま
た
職
務
上
も

博
物
館
運
営
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か

も
、
そ
の
博
物
館
の
仕
事
自
体
が
、
長
期
の
蓄
積
を
必

要
と
し
、
市
民
の
学
習
や
文
化
創
造
の
機
会
を
、
公
的

に
保
障
し
て
い
く
と
い
う
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
館
長
の
資
格
に
は
、
現
行
法
で
は
規
定

が
な
い
が
、
す
く
な
く
も
博
物
館
の
運
営
に
は
、
非
常

勤
館
長
や
、
数
年
毎
に
異
動
し
て
し
ま
う
行
政
職
館
長

は
な
じ
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　
博
物
館
は
、
役
所
の
出
先
機
関
の
ひ
と
つ
と
し
て
運

営
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
館
長
の
恣
意
的
価
値
観

で
運
営
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
「
国
民
の
教
育
、
学
術

及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
し
て
、

そ
の
学
芸
活
動
を
保
障
す
る
、
独
自
の
運
営
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
社
会
的
な
制
度
と
し
て

規
定
し
て
い
る
の
が
博
物
館
法
で
あ
る
。

　
博
物
館
本
来
の
運
営
が
な
さ
れ
る
に
は
、
各
自
治
体

に
お
け
る
条
例
づ
く
り
や
、
そ
の
他
の
努
力
と
取
り
組

み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
市
民
に
と
っ
て

も
、
登
録
博
物
館
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
市
民
的
権
利

を
主
張
し
え
る
前
提
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
博
物

館
数
の
急
激
な
増
加
が
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
博
物
館

法
の
対
象
と
な
る
、
登
録
博
物
館
、
相
当
施
設
の
割
合

が
少
な
い
の
は
、
日
本
の
博
物
館
の
、
運
営
領
域
に
お

け
る
、
質
的
未
成
熟
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

＠
－
博
物
館
法
は
博
物
館
の
自
由
を
保
障
す
る

　
博
物
館
に
は
、
博
物
館
固
有
の
目
的
と
機
能
が
あ

る
。
そ
れ
を
公
共
的
価
値
と
し
て
、
社
会
的
に
保
護
育

成
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
制
度
が
、

博
物
館
法
で
あ
る
。

　
博
物
館
法
は
、
図
－
５
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
お

り
、
公
共
的
に
保
護
育
成
（
公
費
に
よ
る
運
営
、
公
費

補
助
、
税
制
特
別
措
置
な
ど
）
さ
れ
る
べ
き
館
を
、
社

会
教
育
法
制
上
、
例
外
的
と
も
い
え
る
登
録
制
度
に
よ

っ
て
、
厳
格
に
条
件
づ
け
て
い
る
。
博
物
館
法
は
、
博

物
館
の
関
係
者
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
は
な
く

あ
く
ま
で
も
、
国
民
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ

る
。

　
し
か
し
、
最
近
の
博
物
館
設
立
過
程
で
は
、
こ
の
点

で
、
逆
立
ち
し
た
主
張
が
、
行
政
関
係
者
の
な
か
か
ら

だ
さ
れ
て
き
て
い
る
。
「
登
録
博
物
館
と
な
る
と
、
法

律
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
受
け
る
の
で
博
物
館
の
自

由
が
な
く
な
る
」
と
か
、
ま
た
「
登
録
博
物
館
と
な
っ

て
も
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
。
デ
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
多
い
」

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
確
か
に
、
登
録
博
物
館
と
な
れ

ば
、
設
置
者
や
管
理
者
に
よ
る
恣
意
的
な
運
営
の
自
由

は
制
限
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
博
物
館
の
自
由
と
は
、

設
置
者
や
管
理
者
の
だ
‘
め
の
自
由
で
は
な
い
。
博
物
館

は
、
市
民
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
設
置
者
や
管

理
者
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
　
　
　
上

　
そ
れ
で
は
、
登
録
博
物
館
と
な
る
と
、
ど
の
よ
う
な

制
限
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
博
物
館
法
は
、
「
国
民
の

教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
」
（
第
一
条
）
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
「
設
置
及
び
運

営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
」
（
同
上
）
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
図
－
５
の
よ
う
に
、
博
物

館
の
学
芸
活
動
を
展
開
す
る
の
に
必
要
な
、
設
置
及
び

運
営
に
関
す
る
当
然
の
事
項
に
す
ぎ
な
い
。
博
物
館
の

活
動
内
容
を
規
制
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
登
録
博
物
館
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
博
物
館
と
し

て
の
、
固
有
の
目
的
と
機
能
を
も
っ
た
運
営
が
条
件
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
よ
り

も
、
市
民
に
対
す
る
公
共
的
責
任
を
も
つ
運
営
と
、
そ

の
た
め
の
努
力
が
、
法
と
し
て
求
め
ら
れ
て
く
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
設
置
者
や
管
理
者
の
都
合
で
、
い
い

か
げ
ん
な
博
物
館
の
運
営
を
す
る
こ
と
を
い
ま
し
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

＠
１
博
物
館
法
の
求
め
る
博
物
館
像
士

　
博
物
館
法
に
つ
い
て
は
、
他
の
類
似
施
設
と
区
別
す

る
意
味
で
、
第
二
条
の
″
定
義
”
を
中
心
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
博
物
館
法
の
内
容
的
核
心
と
な
る

の
は
、
第
三
条
。
博
物
館
の
事
業
”
で
あ
る
。
つ
ま
宍

22調査季報94―87.:6



図一５　博物館法の構造
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博
物
館
法
が
、
「
設
置
及
び
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事

項
を
定
め
、
そ
の
健
全
な
発
達
を
図
」
（
第
一
条
）
る
博

物
館
の
、
学
芸
活
動
の
内
容
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ち
な
い
か
と
い
う
、
法
の
求
め
る
博
物
館
像

の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
条
”
博
物
館
の
事
業
”
は
、
図
－
６
の
よ
う
な

構
造
を
も
っ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成

す
る
た
め
」
、
つ
ま
り
登
録
博
物
館
は
、
な
に
よ
り
も
。

　
「
博
物
館
資
料
を
豊
富
に
収
集
し
、
保
管
し
、
及
び
展

示
す
る
こ
と
」
（
第
一
号
）
と
い
う
よ
う
に
、
博
物
館
資

料
が
基
本
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
「
博
物
館
資
料
の
利
用
に
関
し
必
要
な
説

明
、
助
言
、
指
導
等
を
行
い
、
又
は
研
究
室
、
実
験
室
、

工
作
室
、
図
書
室
等
を
設
置
し
て
こ
れ
を
利
用
さ
せ
る

こ
と
」
（
第
三
号
）
、
ま
た
「
博
物
館
資
料
に
関
す
る
講

演
会
、
講
習
会
、
映
写
会
、
研
究
会
等
を
主
催
し
、
及

び
そ
の
開
催
を
援
助
す
る
こ
と
」
（
第
七
号
）
と
い
う
よ

う
に
、
市
民
を
一
方
的
な
教
育
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、

市
民
自
身
に
よ
る
、
自
主
的
で
主
体
的
な
自
己
学
習
の

湯
を
保
障
し
、
援
助
す
る
こ
と
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て

い
る
。

　
第
三
に
、
「
博
物
館
資
料
に
関
す
る
専
門
的
、
技
術

的
な
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
」
（
第
四
号
）
、
ま
た
「
博

物
館
資
料
の
保
管
及
び
展
示
等
に
関
す
る
技
術
的
研
究

を
行
う
こ
と
」
（
第
五
号
）
と
い
う
よ
う
に
、
資
料
及
び

図一６　博物館法第三条“博物館の事業”の構造
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学
芸
活
動
に
お
け
る
、
調
査
研
究
機
能
の
必
要
が
明
確

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
公
民
館
の
事
業
」
（
社

会
教
育
法
第
二
二
条
）
、
「
図
書
館
奉
仕
」
　
（
図
書
館
法

第
三
条
）
に
は
な
い
機
能
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
「
社
会

教
育
主
事
は
、
社
会
教
育
を
行
う
者
に
専
門
的
技
術
的

な
助
言
と
指
導
を
与
え
る
」
　
（
社
会
教
育
法
第
九
条
の

三
）
と
い
う
規
定
が
あ
る
の
み
で
、
調
査
研
究
機
能
の

重
視
は
、
博
物
館
法
の
も
つ
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。

　
第
四
に
、
「
博
物
館
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
っ

て
は
、
土
地
の
事
情
を
考
慮
し
、
国
民
の
実
生
活
の
向

上
に
資
し
、
更
に
学
校
教
育
を
援
助
し
得
る
よ
う
に
も

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
第
二
項
）
と
い
う
よ
う

に
、
博
物
館
の
各
種
学
芸
活
動
は
、
な
に
よ
り
も
「
国

民
の
実
生
活
の
向
上
」
を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
明
確
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
第
三
条
は
、
博
物
館
法
の
求
め
る

博
物
館
像
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
五
年
前
の

博
物
館
像
だ
が
、
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
条
理
は
い
さ

さ
か
も
衰
え
て
は
い
な
い
。
″
体
験
学
習
″
な
ど
、
そ

の
後
の
博
物
館
で
試
み
ら
れ
て
き
た
、
新
し
い
用
語
は

な
い
が
、
第
三
号
、
七
号
の
規
定
を
み
れ
ば
、
そ
う
し

た
幅
を
も
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
生
ま
れ
る
こ
と

は
、
法
自
身
が
求
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
「
登
録
博
物
館
に
な
る
と
新
し
い
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
い
う
驚
く
べ
き
主
張
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
博
物
館

法
の
内
容
へ
の
、
全
く
の
無
知
に
原
因
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
公
費
に
よ
っ
て
設
置
し
、
維
持
し
な
が
ら
、

管
理
者
の
恣
意
的
運
営
を
考
え
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か

だ
ろ
う
。

　
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
博
物
館
法
で
は
な
く
、
各
自
治

体
に
お
け
る
、
博
物
館
行
政
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
博
物
館
本
来
の
運
営
に
ふ
さ
わ
し
い
、
条
例

づ
く
り
、
会
計
処
理
の
シ
ス
テ
ム
、
学
芸
員
の
採
用
・

任
用
の
シ
ス
テ
ム
、
館
長
の
あ
り
方
と
職
務
権
限
な
ど
、

自
治
体
内
部
で
の
取
り
組
み
と
、
努
力
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
れ
は
当
事
者
で
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
領
域
で

あ
る
。

　
博
物
館
法
は
、
そ
の
博
物
館
運
営
の
た
め
の
指
針
を

提
示
し
て
お
り
、
第
三
条
が
示
し
て
い
る
博
物
館
像
は
、

現
在
で
も
な
お
、
越
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

④
－
問
わ
れ
て
い
る
横
浜
市
の
博
物
館
行
政

　
横
浜
市
内
に
は
、
個
人
立
の
小
規
模
館
を
含
め
て
、

四
四
館
の
博
物
館
が
人
々
に
公
開
さ
れ
て
い
る
（
一
九

八
六
年
現
在
）
。

　
こ
の
う
ち
、
表
－
1
1
の
よ
う
に
、
横
浜
市
が
設
置
し
、

運
営
し
て
い
る
直
営
館
は
、
分
園
を
含
め
て
六
館
で
あ

る
。
ま
た
横
浜
市
が
設
置
し
、
公
費
を
補
助
し
、
財
団

法
人
・
社
団
法
人
に
て
運
営
し
て
い
る
、
公
設
民
営
館

が
八
館
で
あ
る
。
合
計
一
四
館
と
数
の
多
い
が
、
し
か

し
こ
の
う
ち
、
登
録
博
物
館
は
、
財
団
法
人
の
横
浜
海

洋
科
学
博
物
館
た
だ
一
館
の
み
で
あ
る
。
相
当
施
設
は

横
浜
市
野
毛
山
動
物
園
一
園
の
み
で
あ
り
、
他
は
ず
ベ

ミ
博
物
館
法
の
適
用
を
う
け
な
い
類
似
施
設
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
横
浜
市
の
博
物
館
の
現
状
で
あ
る
。
隣
接
す

る
川
崎
市
、
横
須
賀
市
の
博
物
館
行
政
の
水
準
と
比
べ

表－11　横浜市の関係する博物館
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て
も
、
そ
の
低
さ
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
公
立
館
は
条

例
に
、
財
団
法
人
館
は
寄
付
行
為
に
、
そ
の
館
の
運
営

原
則
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
簡
単
な
内
容

の
も
の
で
あ
る
。

　
唯
一
の
登
録
博
物
館
で
あ
る
、
横
浜
海
洋
科
学
博
物

館
は
、
一
九
六
一
年
横
浜
開
港
百
周
年
記
念
事
業
の
一

環
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
開
館
時
に
は
三
人
の
学
芸
員

に
よ
っ
て
活
動
が
担
わ
れ
て
い
た
が
、
入
館
者
数
の
減

少
に
よ
る
経
済
的
困
難
か
ら
、
五
年
後
に
は
一
人
の
学

芸
具
と
な
り
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

一
人
が
、
横
浜
市
の
関
係
し
て
い
る
一
四
館
の
博
物
館

の
う
ち
、
た
っ
た
一
人
の
正
式
の
学
芸
員
で
あ
る
。
正

式
の
学
芸
員
の
い
な
い
博
物
館
、
そ
れ
が
横
浜
市
の
博

物
館
で
あ
る
。

文
化
財
保
護
条
例
す
ら
も
な
い
よ
う
な
横
浜
市
で
あ

る
か
ら
驚
く
こ
と
も
な
い
が
、
現
場
の
博
物
館
で
は
。

学
芸
職
員
が
将
来
へ
の
不
安
か
ら
、
安
心
し
て
職
務
に

専
念
で
き
る
他
市
の
博
物
館
へ
転
職
し
て
い
っ
た
例
も

多
い
。
こ
れ
で
は
、
長
い
蓄
積
を
必
要
と
す
る
学
芸
活

動
は
育
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
横
浜
市
に
は
、
学
芸
員
が

長
期
の
展
望
を
も
っ
て
職
務
に
専
念
で
き
る
だ
け
の
、

安
定
し
た
博
物
館
固
有
の
運
営
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
だ

す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
確
か
に
、
登
録
博
物
館
と
な
ら
な
く
と
も
、
博
物
館

は
運
営
で
き
る
。
消
費
社
会
の
現
実
の
な
か
で
、
受
け

身
の
人
々
の
、
一
過
性
の
人
気
を
得
る
こ
と
は
可
能
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
博
物
館
が
公
費
に
よ
っ
て
運

営
さ
れ
る
、
ま
た
博
物
館
に
公
費
を
補
助
す
る
と
は
、

そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
博
物
館
が
、
公
共
的
価
値
を
も
つ
、
社
会
的
な
機
関

と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
博
物
館
と
そ
の
活

動
が
、
社
会
の
発
展
や
進
歩
に
役
立
つ
と
い
う
内
容
を

も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、

博
物
館
の
活
動
を
と
お
し
て
、
市
民
自
身
が
自
己
教
育

力
を
身
に
つ
け
、
そ
の
学
習
や
文
化
創
造
の
成
果
が
、
将

来
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
、
地
域
や
博
物
館
に
蓄
積
さ

れ
、
社
会
的
に
還
元
さ
れ
て
い
く
と
い
う
展
望
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
蓄
積
が
、
再
び
新
た
な
人
々
に
、

さ
ら
に
広
く
、
深
く
検
討
さ
れ
、
活
用
さ
れ
て
い
く
よ

う
な
サ
イ
ク
ル
の
成
立
こ
そ
が
、
地
域
や
社
会
を
豊
か

な
も
の
に
し
て
い
く
基
礎
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
拙
速
に
成
果
を
期
待
す
る
の
は
誤
り

だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
が
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で

地
域
や
博
物
館
に
蓄
積
さ
れ
て
い
か
な
い
よ
う
な
（
個

人
は
満
足
し
え
て
も
、
し
か
し
個
人
の
レ
ベ
ル
に
留
ま

っ
て
し
ま
う
）
、
一
過
性
の
活
動
は
、
や
は
り
限
界
を
も

っ
て
い
る
。

　
横
浜
海
洋
科
学
博
物
館
で
は
、
昨
年
『
横
浜
港
検
疫

船
原
簿
』
第
一
巻
を
復
刻
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
外
国
よ

り
横
浜
港
に
来
港
し
た
船
舶
に
関
す
る
、
最
も
正
確
で

詳
細
な
記
録
で
あ
る
。
全
三
七
冊
の
復
刻
を
予
定
し
て

い
る
が
、
手
書
き
の
原
文
に
、
一
つ
ひ
と
つ
検
討
を
加

え
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
味
な
活
動
だ
が
、
こ

う
し
た
、
人
々
に
活
用
さ
れ
、
そ
の
判
断
の
基
礎
と
な

る
正
確
な
デ
ー
タ
ー
の
蓄
積
こ
そ
、
博
物
館
に
求
め
ら

れ
て
い
る
仕
事
で
あ
る
。

　
横
浜
市
が
公
費
で
運
営
し
、
ま
た
公
費
を
補
助
し
て

い
る
博
物
館
に
は
、
こ
う
し
た
学
芸
活
動
を
担
う
、
専

門
的
能
力
と
経
験
を
も
っ
た
、
学
芸
員
体
制
の
充
実
が

強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
横
浜
港
検
疫
船
原

簿
』
の
よ
う
に
、
｀
一
年
一
冊
刊
行
し
た
と
し
て
も
ノ
エ

七
年
間
か
か
る
よ
う
な
作
業
に
、
長
期
の
展
望
を
も
っ

て
取
り
組
め
る
よ
う
な
、
学
芸
活
動
を
支
え
保
障
す

る
、
安
定
し
た
運
営
制
度
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
博
物
館
は
、
多
義
的
な
対
社
会
的
機
能
を
も
っ
て
い

る
。
ひ
と
つ
の
機
能
に
一
面
化
で
き
な
い
多
様
性
で
あ

る
。
博
物
館
の
も
つ
個
性
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
し
か

し
自
治
体
の
社
会
的
責
任
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
博
物

館
像
を
め
ざ
す
の
か
、
そ
し
て
、
公
費
を
支
出
す
る
そ

の
根
拠
は
な
に
か
、
そ
の
選
択
と
行
政
責
任
と
い
う
も

の
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
東
京
学
芸
大
学
講
師
▽
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