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１
．
は
じ
め
に 

博
物
館
と
は
い
か
な
る
空
間
で
あ
ろ
う
か
。
公
共
空

間
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
私
的
空
間
で
あ
ろ
う
か
。

博
物
館
は
誰
で
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
で
あ
る
の

で
、
公
共
空
間
と
し
て
性
質
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
し
か
し
、
漠
然
と
し
た
“
敷
居
の
高
さ
”
を
感

じ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
博
物
館
は
公

共
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
何
ら
か
の
排
他
性
を
も
ち
、

と
も
す
れ
ば
私
的
空
間
と
化
し
て
い
る
と
さ
え
い
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
博
物
館

空
間
の
底
流
に
あ
る
「
公
共
性
」
と
は
一
体
何
な
の
だ

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
日
本
と
欧
州
の
博
物
館
空
間
の

特
性
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
を
支
配
す
る
「
公

共
性
」
を
あ
ぶ
り
出
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

日
本
の
博
物
館
の
在
り
方
に
つ
い
て
構
想
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。 

 

２
．
博
物
館
空
間
の
「
公
共
性
」 

日
本
と
欧
州
の
比
較 

日
本
と
欧
州
の
博
物
館
空
間
は
大
き
く
異
な
る
。
そ

れ
は
、
博
物
館
空
間
の
底
流
に
あ
る
「
公
共
性
」
の
差

異
に
他
な
ら
な
い
。
博
物
館
の
特
性
は
館
に
よ
り
大
き

く
異
な
る
の
で
、「
日
本
の
」
、「
欧
州
の
」
と
地
域
的
に

ひ
と
く
く
り
に
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
で
は
あ
え
て
、
差
異
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
両

者
を
区
別
し
て
考
え
た
い
。 

ま
ず
、
日
本
の
博
物
館
空
間
の
「
公
共
性
」
か
ら
み

て
い
き
た
い
。
日
本
の
博
物
館
空
間
は
、
主
に
作
品
を

受
容
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
間
は
作
品
を
受
容

す
る
受
動
的
な
存
在
と
な
る
。
日
本
の
博
物
館
空
間
は
、

多
く
の
規
則
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
静
寂
や
規

定
さ
れ
た
順
路
、
作
品
と
の
距
離
感
、
ペ
ン
で
の
メ
モ

書
き
の
禁
止
、
写
真
撮
影
の
禁
止
、
模
写
の
禁
止
な
ど

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
博
物
館
空
間
に
お
い
て
人
間
は
、

規
則
に
従
っ
て
行
動
す
る
奴
隷
と
化
し
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
禁
止
事
項
の
よ
う
に
明

示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
規
則
は
も
ち
ろ
ん
、
暗
黙
の
規

則
に
も
強
く
縛
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
規
則
に
適

合
で
き
な
い
人
々
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
利
用
者
か
ら
は

じ
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
博
物
館
空
間
の
「
公

共
性
」
は
、
排
他
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
性
格
は
、
日
本
の
博
物
館
空
間
が
非
日
常
化
さ
れ

た
環
境
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
日
本
の
博
物
館
空
間
の
「
公

共
性
」
は
、
秩
序
の
維
持
に
貢
献
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

博
物
館
を
訪
れ
る
人
々
の
振
る
舞
い
に
対
す
る
予
測
可

能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
博
物
館
を
訪
れ
る

人
々
の
間
に
は
共
通
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら

逸
脱
し
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
た
め
、
博
物
館
空
間
は

安
定
的
で
あ
る
。
ル
ー
ル
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
は
、（
そ

れ
が
故
意
で
あ
っ
て
も
過
失
で
あ
っ
て
も
）
、
直
ち
に
ル

ー
ル
の
範
囲
内
へ
引
き
戻
さ
れ
る
。 

 

次
に
、
欧
州
の
博
物
館
空
間
の
「
公
共
性
」
に
つ
い

て
み
て
い
き
た
い
。
欧
州
の
博
物
館
空
間
は
、
作
品
と

対
話
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
間
は
、
作
品
と
対

話
す
る
能
動
的
な
存
在
と
な
る
。
写
真
①
を
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
。
こ
れ
は
、
私
が
二
○
一
二
年
三
月
に
ギ
メ

東
洋
美
術
館
（
パ
リ
）
を
訪
れ
た
際
に
撮
影
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
博
物
館
内
で
の
写
真
撮
影
が
許

可
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
し
て
日
本
と
は
大
き
く

異
な
る
が
、
こ
の
写
真
か
ら
は
、
作
品
を
模
写
す
る
と

い
う
方
法
で
作
品
と
対
話
し
て
い
る
学
生
の
姿
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
他
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
で
は
、

高
校
の
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
学
生
た
ち
が
日

 

博
物
館
空
間
に
お
け
る
「
公
共
性
」
概
念 

―
日
本
と
欧
州
の
差
異
か
ら
考
え
る
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本
の
甲
冑
や
鎧
な
ど
を
模
写
し
て
い
た
。
作
品
と
の
対

話
の
方
法
は
模
写
だ
け
で
は
な
い
。
友
人
や
家
族
な
ど

と
会
話
し
な
が
ら
作
品
を
眺
め
た
り
、
写
真
に
収
め
て

み
た
り
、
あ
る
い
は
直
接
触
っ
て
み
た
り
（
一
部
作
品

に
限
る
）
し
な
が
ら
、
作
品
と
の
対
話
を
楽
し
ん
で
い

る
光
景
が
行
く
先
々
の
博
物
館
で
み
ら
れ
た
。
次
に
写

真
②
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
、
写
真
①
と
同

様
に
、
私
が
二
○
一
二
年
三
月
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
現
代
美

術
館
を
訪
れ
た
際
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
写

真
に
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

小
学
校
低
学
年
と
思
わ
れ
る
子
供
た
ち
が
、
様
々
な
ブ

ロ
ッ
ク
を
組
み
合
わ
せ
て
、
自
分
な
り
の
作
品
を
制
作

し
て
い
る
。
子
供
た
ち
は
、
美
術
館
の
な
か
を
め
ぐ
り
、

作
品
の
構
想
を
膨
ら
ま
し
て
い
た
。
子
供
た
ち
の
そ
ば

に
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
る
指
導
員
の
姿
も
あ
る
。

子
供
た
ち
の
す
ぐ
右
の
壁
は
一
面
ガ
ラ
ス
張
り
で
、
日

が
射
し
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
開
放
的
な
空
間
の

な
か
で
、
子
供
た
ち
は
活
発
に
動
き
回
っ
て
い
た
。
美

術
館
は
子
供
た
ち
の
貸
し
切
り
で
は
な
い
の
で
、
当
然

他
の
客
も
い
る
（
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
）
。
し
か
し
、

不
思
議
な
こ
と
に
、
子
供
た
ち
が
作
品
と
の
対
話
の
邪

魔
に
な
る
と
い
っ
た
感
覚
は
知
覚
し
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
、
欧
州
の
博
物
館
空
間
の
「
公
共
性
」
の
た
め
で
あ

ろ
う
か
。
規
定
さ
れ
た
順
路
の
設
定
は
な
い
し
、
静
寂

に
支
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
館
内
で
の
自
由

度
は
高
い
。
欧
州
の
博
物
館
で
は
、
禁
止
事
項
の
掲
示

は
最
低
限
に
と
ど
め
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
個
人

の
自
主
性
に
任
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
欧
州
の
博
物
館

空
間
の
「
公
共
性
」
は
、
こ
の
自
主
性
と
同
一
視
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
「
公
共
性
」
は
、

日
本
の
博
物
館
空
間
の
「
公
共
性
」
が
抱
え
る
排
他
的

性
格
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
別
の
問
題
点
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
ル
ー
ル
の
不
統
一
で
あ

る
。
個
人
の
モ
ラ
ル
に
多
く
が
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
が
予
測
し
に
く
く
、
博
物
館
空
間
の

秩
序
が
乱
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
私
が
経
験

し
た
博
物
館
空
間
の
乱
れ
の
一
例
を
示
し
た
い
。
そ
れ

は
、
許
可
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
展
示
作

品
に
触
れ
な
が
ら
写
真
撮
影
を
す
る
こ
と
で
あ
る
（
さ

す
が
に
、
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
に
お
い
て
、
サ
モ
ト
ラ
ケ

の
ニ
ケ
と
肩
を
組
も
う
と
し
て
い
る
人
に
は
驚
い
た
）
。  

私
は
、
日
本
の
博
物
館
空
間
の
「
公
共
性
」
を
「
規

則
的
公
共
性
」
、
欧
州
の
博
物
館
空
間
の
「
公
共
性
」
を

「
自
主
的
公
共
性
」
と
定
義
し
た
い
。
ど
ち
ら
か
の
「
公

共
性
」
が
優
位
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
博
物

館
が
目
指
す
方
向
性
に
合
わ
せ
、「
公
共
性
」
を
変
化
さ
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せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
実
は
、
こ
の
「
公
共

性
」
の
変
化
は
、
日
本
に
お
い
て
徐
々
に
進
展
し
つ
つ

あ
る
。
私
が
先
に
論
じ
た
よ
う
な
日
本
の
博
物
館
空
間

の
特
徴
は
、
ま
だ
多
く
の
部
分
で
妥
当
す
る
と
は
い
え
、

す
べ
て
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
九

○
年
代
以
降
、
博
物
館
の
地
域
的
役
割
や
教
育
的
役
割

の
重
要
性
が
議
論
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
役
割
を
付
加
し
た

新
た
な
博
物
館
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ム
ー
ブ

メ
ン
ト
の
エ
ン
ジ
ン
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
欧
州
の
博

物
館
で
あ
る
。「
規
則
的
公
共
性
」
に
支
配
さ
れ
て
い
た

日
本
の
博
物
館
空
間
は
、「
自
主
的
公
共
性
」
に
よ
る
欧

州
の
博
物
館
空
間
に
感
化
さ
れ
、
漸
進
的
に
変
化
し
て

い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
私
が
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、

欧
州
の
博
物
館
を
手
本
に
す
る
こ
と
と
、
欧
州
の
博
物

館
空
間
の
「
公
共
性
」
を
導
入
す
る
こ
と
と
は
、
ま
っ

た
く
異
な
る
次
元
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
欧

州
の
博
物
館
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
収

集
や
保
存
、
調
査
、
展
示
と
い
っ
た
作
品
に
関
わ
る
こ

と
か
ら
、
博
物
館
経
営
や
人
材
育
成
な
ど
運
営
に
関
す

る
こ
と
ま
で
、
吸
収
で
き
る
こ
と
は
す
べ
て
吸
収
す
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
「
公
共
性
」
の

概
念
ま
で
輸
入
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
判
断
す

べ
き
で
あ
る
。「
規
則
的
公
共
性
」
は
、
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
排
他
的
な
側
面
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
博
物
館
空

間
の
秩
序
を
保
つ
方
策
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。「
自
主
的

公
共
性
」
へ
の
極
端
な
傾
斜
は
、
と
も
す
れ
ば
博
物
館

空
間
を
無
秩
序
化
し
か
ね
な
い
。
双
方
の
「
公
共
性
」

の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
把
握
し
た
上
で
、
不
足

し
て
い
る
要
素
を
組
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
姿
勢
が
重

要
に
な
る
。 

 

３
．
「
公
共
性
」
の
再
構
築 
開
か
れ
た
博
物
館
空
間
へ 

博
物
館
空
間
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
対
象
と
し
、
あ
ら

ゆ
る
人
々
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
経

営
学
者
の
ピ
ー
タ
ー
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々

を
取
り
込
む
こ
と
で
、
博
物
館
の
活
力
が
高
ま
る
こ
と

を
指
摘
し
、
同
時
に
、
た
だ
単
に
利
用
者
を
増
や
す
だ

け
で
は
意
味
が
な
く
、
人
々
に
教
育
機
会
を
付
与
し
、

博
物
館
が
教
育
機
関
と
し
て
機
能
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
１

。
こ
の
指
摘
は
、
日
本
の
博
物

館
に
も
敷
衍
で
き
る
。
社
会
教
育
法
第
九
条
２

に
は
、

博
物
館
が
社
会
教
育
３

の
た
め
の
機
関
で
あ
る
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
○
○
八
年
三
月
二
八
日

に
告
示
さ
れ
た
新
学
習
指
導
要
領
に
は
、
随
所
に
博
物

館
と
学
校
教
育
機
関
と
の
連
携
や
協
力
を
促
す
箇
所
み

ら
れ
る
４

。
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
新
し
い
時
代
を

切
り
拓
く
生
涯
学
習
の
振
興
方
策
に
つ
い
て
―
知
の
循

環
型
社
会
の
構
築
を
目
指
し
て
―
」（
二
○
○
八
年
二
月

一
九
日
）
で
は
、「
博
物
館
資
料
を
活
用
し
た
学
校
教
育

の
支
援
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
博
物
館
は
社
会
教
育

及
び
学
校
教
育
の
た
め
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ひ
と
つ
で
あ

る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
博
物
館
は
生
涯
学
習
機
関
な

の
で
あ
る
。
二
○
○
六
年
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法

の
第
三
条
５

で
は
、
生
涯
学
習
の
理
念
が
提
唱
さ
れ
て

い
る
。
生
涯
学
習
機
関
と
し
て
の
博
物
館
の
役
割
は
、

今
後
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
視

点
か
ら
博
物
館
空
間
の
「
公
共
性
」
を
考
え
る
と
、「
規

制
的
公
共
性
」
に
よ
る
排
他
的
性
格
を
改
め
る
必
要
性

が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
博
物
館
利
用
の
偏
在
性
６

 

あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
し
て
開
か
れ
た
博
物
館
空
間
の

構
想
に
お
い
て
は
、
金
沢
二
一
世
紀
美
術
館
の
事
例
が が

問
題
の
核
心
で
あ
る
。 
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参
考
に
な
る
７

物
館
空
間
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
化
」
と
「
博
物
館
教
育

の
複
層
化
・
複
線
化
」
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。

ま
ず
、
「
博
物
館
空
間
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
化
」
と
は
、

博
物
館
空
間
を
特
別
展
示
室
や
常
設
展
示
室
、
ギ
ャ
ラ

リ
ー
、
体
験
学
習
ス
ペ
ー
ス
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
、
図
書
ル
ー
ム
、
屋
外
展
示
な
ど
の

様
々
な
要
素
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
で
構
成
す
る
こ
と

を
指
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
は
、
周
囲
か
ら
隔
絶
さ
れ

た
閉
鎖
的
空
間
で
は
な
く
、
空
間
的
な
連
続
性
を
共
有

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
数
の
ル
ー
ト
ガ
イ
ド

は
提
示
さ
れ
る
が
、
特
に
指
定
さ
れ
た
順
路
は
な
く
、

利
用
者
は
個
人
の
自
主
性
に
従
っ
て
博
物
館
空
間
を
活

用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。「
博
物
館
空
間
の
グ
ラ
デ

ー
シ
ョ
ン
化
」
は
、「
規
制
的
公
共
性
」
が
も
つ
秩
序
維

持
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
残
し
つ
つ
、
「
自
主
的
公
共
性
」

の
導
入
に
よ
り
、「
規
制
的
公
共
性
」
の
デ
メ
リ
ッ
ト
で

あ
る
排
他
性
を
減
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
次
に
、
「
博
物
館
教
育
の
複
層
化
・
複
線
化
」

と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
博
物
館
教
育
の
機
会
の
充
実

を
は
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
複
層
化
は
、
年
齢
や

性
別
な
ど
の
属
性
に
よ
り
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
分
化
さ

せ
る
こ
と
を
指
し
、
複
線
化
は
、
同
じ
属
性
に
あ
る
人
々

に
対
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
複
数
用
意
す
る
こ
と
を

指
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
複
層
化
は
博
物
館
教
育
の
垂

直
的
多
様
化
で
あ
り
、
複
線
化
は
水
平
的
多
様
化
で
あ

る
。
属
性
が
異
な
れ
ば
、
求
め
る
教
育
内
容
が
変
化
す

る
の
は
当
然
で
あ
り
、
効
果
的
な
教
育
方
法
も
変
化
す

る
。
そ
の
一
方
で
、
同
じ
属
性
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

求
め
る
教
育
内
容
が
同
じ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
日

本
の
博
物
館
は
、
複
層
化
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、

複
線
化
へ
の
取
り
組
み
が
薄
い
よ
う
に
思
え
る
。
複
層

化
と
複
線
化
の
両
輪
で
博
物
館
教
育
を
進
め
る
こ
と
で
、

利
用
者
の
自
主
性
を
促
し
、
尊
重
で
き
る
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
博
物
館
教
育
へ
の
「
自
主
的
公
共

性
」
の
付
加
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

。
こ
の
事
例
は
、
私
が
提
唱
し
た
い
「
博 

 

こ
の
よ
う
な
「
公
共
性
」
の
再
構
築
を
お
こ
な
う
こ

と
で
、
従
前
の
日
本
の
博
物
館
空
間
が
抱
え
て
い
た
排

他
性
は
低
減
し
、
博
物
館
利
用
の
偏
在
性
は
緩
和
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
博
物
館
が
広
く
社
会
に
資

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。「
公
共
性
」
の
視
点
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
開
か
れ
た
博
物
館
空
間
へ
向
け

た
ひ
と
つ
の
示
唆
で
あ
る
。
開
か
れ
た
博
物
館
空
間
へ

向
け
て
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
取
り
組
み
が
進
め
ら

れ
て
い
く
こ
と
で
、
博
物
館
は
進
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
私
は
考
え
て
い
る
。 

 

４
．
お
わ
り
に 

開
か
れ
た
博
物
館
空
間
へ
向
け
た
「
公
共
性
」
に
つ

い
て
は
、
ル
イ
ス
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
、
一
九
三
八
年

に
出
版
さ
れ
た
『
都
市
の
文
化
』
に
お
い
て
す
で
に
言

及
し
て
い
る
８

。
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
、
機
械
的
な
作
品

の
保
存
や
陳
列
は
、
無
目
的
な
混
雑
と
知
的
混
乱
を
招

く
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
無

秩
序
な
博
物
館
の
膨
張
に
対
す
る
警
鐘
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
あ
る
特
定
の
層
だ
け
で
は
な
く
、
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
利
用
に
支
え
ら
れ
て
い
る
地
域
生
活

か
ら
生
ま
れ
た
博
物
館
は
、
過
去
を
選
択
的
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
機
会
を
人
々
に
与
え
、
同
時
代
的
経
験
の

輪
を
拡
張
す
る
の
に
役
立
つ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
し
て
開
か
れ
た
博
物
館
空
間

と
地
域
の
教
育
拠
点
と
し
て
の
博
物
館
の
機
能
の
重
要
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性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ

ン
フ
ォ
ー
ド
は
、
社
会
に
資
す
る
た
め
の
博
物
館
の
方

向
性
を
、
七
○
年
以
上
も
前
に
構
想
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
博
物
館
は
、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
描
い
た

軌
道
に
は
の
ら
な
か
っ
た
。
今
一
度
、
先
人
の
指
摘
と

歴
史
を
踏
ま
え
、
新
時
代
の
博
物
館
を
構
築
す
る
と
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
今
が
ま
さ
に
そ
の
と
き

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 
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１ 

「
美
術
館
は
か
つ
て
、
自
ら
を
文
化
の
保
管
者
と

し
て
い
た
。
美
術
館
の
管
理
者
た
ち
は
、
芸
術
作
品

を
大
事
に
し
ま
い
込
み
、
人
々
を
締
め
出
す
こ
と
を

自
分
た
ち
の
責
務
と
信
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
日

で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
美
術
館
が
、
美
的
な
価
値
、
優

                                        

                                     

 

美
さ
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
る
顧
客
を
創

造
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

い
ま
や
美
術
館
は
、
自
ら
を
教
育
機
関
と
認
識
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術

館
が
世
界
最
高
の
美
術
館
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
館

長
が
優
れ
た
作
品
を
見
つ
け
る
類
い
ま
れ
な
目
利
き

だ
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
「
偶
然
の
人
」
、

た
と
え
ば
雨
を
避
け
て
ち
ょ
っ
と
立
ち
寄
っ
た
だ
け

の
人
々
を
後
援
者
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
長
け
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
美
術
館
の
成
果
を
計
る

尺
度
と
し
て
、
「
再
訪
度
」
と
い
う
概
念
を
使
っ
た
。

彼
の
考
え
た
よ
う
に
、
こ
の
再
訪
度
が
高
く
な
る
に

つ
れ
て
、
常
連
の
数
も
増
え
、
美
術
館
は
、
た
ん
に

何
か
を
一
時
的
に
し
の
ぐ
場
所
で
は
な
く
、
ま
さ
し

く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
機
関
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」

（
『
非
営
利
組
織
の
経
営
』p134

）
。 

２ 

「
図
書
館
及
び
博
物
館
は
、
社
会
教
育
の
た
め
の

機
関
と
す
る
」
（
社
会
教
育
法
第
九
条
）
。 

３ 
「
こ
の
法
律
で
「
社
会
教
育
」
と
は
、
学
校
教
育

法 

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
き
、

学
校
の
教
育
課
程
と
し
て
行
わ
れ
る
教
育
活
動
を
除

き
、
主
と
し
て
青
少
年
及
び
成
人
に
対
し
て
行
わ
れ

る
組
織
的
な
教
育
活
動
（
体
育
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
活
動
を
含
む
。
）
を
い
う
」
（
社
会
教
育
法
第

二
条
）
。 

４ 

『
新
時
代
の
博
物
館
学
』p306~p307

を
参
照
の

こ
と
。 

５ 

「
国
民
一
人
一
人
が
、
自
己
の
人
格
を
磨
き
、
豊

か
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
生
涯

に
わ
た
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
所

に
お
い
て
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
成
果
を
適

                                        

                                     

 

切
に
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
が
図
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
教
育
基
本
法
第
三
条
）
。 

６ 

少
し
古
い
が
、
二
○
○
七
年
度
の
博
物
館
（
博
物

館
法
に
よ
る
博
物
館
）
と
博
物
館
類
似
施
設
（
博
物

館
法
の
適
用
範
囲
外
の
博
物
館
）
の
入
館
者
数
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
億
二
四
一
六
万
五
○
○
○
人
と
一
億
五

五
七
○
万
六
○
○
○
人
を
数
え
る
。
国
民
一
人
あ
た

り
の
利
用
状
況
は
、
博
物
館
が
約
一
・
○
回
、
博
物

館
類
似
施
設
が
約
一
・
二
回
で
あ
る
。
実
際
は
、
そ

れ
ぞ
れ
複
数
回
利
用
す
る
層
が
存
在
す
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
ほ
ぼ
利
用
し
な
い
人
と
何
度
も
利
用
す
る

人
と
の
博
物
館
利
用
の
偏
在
性
が
認
め
ら
れ
る
。

（
『
新
時
代
の
博
物
館
学
』p67

を
参
照
の
こ
と
）
。 

７ 

「
美
術
館
の
使
用
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
中
心
か
ら

同
心
円
状
に
外
に
広
が
る
に
従
っ
て
、
そ
う
明
確
で

な
い
に
し
ろ
、
専
門
性
が
ゆ
る
く
な
っ
て
い
く
。
美

術
館
の
中
心
部
分
で
は
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
あ
り
、
そ

の
外
側
に
キ
ッ
ズ
ル
ー
ム
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
レ
ク

チ
ャ
ー
ル
ー
ム
、
シ
ア
タ
ー
、
シ
ョ
ッ
プ
、
レ
ス
ト

ラ
ン
と
広
が
っ
て
い
て
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
を
境
に
し

て
広
場
へ
と
つ
な
が
る
。
展
覧
会
ゾ
ー
ン
か
ら
無
料

ゾ
ー
ン
、
広
場
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ

れ
て
い
る
。
同
時
開
催
し
て
い
る
展
覧
会
や
イ
ベ
ン

ト
は
、
少
な
く
と
も
五
本
、
六
本
は
あ
る
。
現
代
美

術
の
専
門
的
な
展
覧
会
も
あ
れ
ば
、
音
楽
、
演
劇
、

ダ
ン
ス
と
い
っ
た
美
術
以
外
の
芸
術
も
あ
り
、
祭
り

や
イ
ベ
ン
ト
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
主
企
画
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
か
ら
他
団
体
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
共
催
や
協
力

と
い
っ
た
位
置
づ
け
で
行
わ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

も
多
い
」（
「
博
物
館
研
究
」vol.47 N

o.3 p10~p11

）
。 

８ 

『
都
市
の
文
化
』p441~p443

を
参
照
の
こ
と
。 


