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れ
る
外
国
の
方
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
外
国
の

方
も
視
野
に
入
れ
て
、
ご
希
望
に
沿
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

矢
口
私
ど
も
の
東
京
都
現
代
美
術
館
は
、
開
館
し

て
間
も
な
く
四
年
に
な
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
私

ど
も
は
「
現
代
美
術
館
」
と
名
乗
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
時
代
的
な
制
約
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
般
の
方

か
ら
は

r

例
え
ば
国
立
西
洋
美
術
館
で
や
る
よ
う
な

印
象
派
の
展
覧
会
を
な
ぜ
や
ら
な
い
の
か
、
日
本
で

一
般
的
に
人
気
の
あ
る
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
の
展
覧
会

を
や
れ
な
い
の
か
と
い
う
よ
う
な
要
望
が
非
常
に
強

い
こ
と
も
事
実
で
す
。

そ
う
い
っ
た
要
望
に
多
少
な
り
と
も
応
じ
ら
れ
た

も
の
と
し
て
、
ポ
ン
ピ
ド
ー
セ
ン
タ
ー
か
ら
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
お
借
り
し
て
行
っ
た
「
ポ
ン
ピ
ド
ー
・
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
展
L

が
あ
り
ま
し
た
が
、
実
は
私
ど
も

の
美
術
館
で
一
番
入
館
者
が
あ
っ
た
の
が
こ
の
展
覧

会
で
す
。

そ
し
て
二
番
目
に
人
気
が
あ
っ
た
の
”
、
二

0
世

紀
の
代
表
作
家

r

ア
ン
デ
ィ
。
ウ
ォ
ー
ホ
ル
の
展
覧

会
で
す
。
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
に
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ

ル
美
術
館
が
で
き
た
こ
と
で
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
大
量
に
持
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
ぶ
、

お
客
さ
ん
の
中
心
が
二

0
代
か
ら
一
―

1
0代
前
半
ぐ
ら

い
で
し
た
の
で
、
観
客
に
非
常
に
若
い
層
の
人
々
が

目
立
っ
た
画
期
的
な
動
員
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

玉
嚢
私
立
美
術
館
、
財
団
法
人
で
運
営
さ
れ
て
い

る
美
術
館
の
立
場
か
ら
、
ま
た
農
示
し
て
い
る
も
の

が
、
日
本
、
中
国
、
朝
鮮
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア

の
伝
統
美
術
を
扱
っ
て
い
る
美
術
館
の
立
場
か
ら
発

言
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
ど
も
の
美
術
館
に
は
、
「
剛
記
冗
印
〗
配
」
と
い

う
国
宝
の
お
茶
碗
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
目
玉
と

し
て
平
成
四
年
か
ら
新
し
い
美
術
館
と
し
て
ス
タ
ー

美術品の
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《
わ
ガ
国
の
美
術
鑑
賞
動
回
》

竹
本
本
日
は
、
お
忙
し
い
中
を
お
集
ま
り
い
た
だ

き
ま
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

国
民
の
美
術
鑑
賞
ニ
ー
ズ
を
美
術
館
の
入
館
者
数

で
見
ま
す
と
、
昭
和
六
一
年
度
間
で
約
―
二
、

0
0
0

万
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
七
年
度
間
で
は
五
、
・

三

0
0万
人
と
大
幅
に
増
え
て
お
り
ま
す
e

ま
た
、

総
理
府
の
「
文
化
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
、
今
後

の
鑑
賞
希
望
と
い
う
も
の
を
見
ま
す
と
、
「
鑑
賞
し
た

い
も
の
が
あ
る
L

人
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
炉
、
美
術

関
係
に
つ
い
て
は
昭
和
六
二
年
の
調
査
の
と
き
に
は

一
六
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
八
年
の
調
査
で
は

二
―
二
五
％
と
い
う
こ
と
で
、
鑑
賞
希
望
も
増
え
て

い
る
と
い
う
傾
向
州
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
全
体
の
鑑
賞
者
数
や
鑑
貿
希
望
は

増
え
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
美
術
誼
の
数
も
昭
和

六
二
年
度
の
調
査
で
は
三
七
九
館
で
あ
っ
た
も
の
が
｀
~

平
成
八
年
度
の
詞
査
で
は
八
四
五
館
に
増
え
て
お
り
、

一
館
当
た
り
の
入
場
者
数
は
む
し
ろ
厳
し
い
状
態
と

な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
日
本
人
の
美
術
鑑
賞

動
向
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
ご
発
言
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

高
階
美
術
館
と
い
う
も
の
が
日
本
に
入
っ
て
き
た

の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
す
が
、
西
洋
で
今
の
美

術
館
が
で
き
た
の
は
大
体
一
八
世
紀
と
言
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
か
。
美
術
品
の
収
集
・
保
存
と
い
う
の
は
、

実
は
昔
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
、
例
え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス

の
こ
ろ
の
メ
デ
ィ
チ
家
の
コ
レ
タ
シ
ョ
ン
と
か
、
も

っ
と
さ
か
の
ぼ
れ
ば
古
代
王
室
の
コ
い
タ
シ
ョ
ン
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
収
集
と
か
大
事
に

と
っ
て
お
く
と
い
う
こ
と
で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、

一
般
公
開
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ

を
だ
れ
に
で
も
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
与
こ

と
で
美
術
館
と
い
う
も
の
が
で
き
た
の
で
す
。

"10

0
年
ち
ょ
っ
と
前
の
話
で
す
が
、
典
型
的
な
例
と
し

て
、
モ
室
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
般
の
国
民
の
も
の
に

し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
つ
く
ら
汎
た
の
が
ル
ー
ブ
ル

美
術
館
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
美
術
作
品
と
い
う
の
は
限
ら
れ
た

人
の
も
の
で
は
な
く
て

r

国
民
全
体
の
も
の
、
も
っ

と
広
く
言
え
ば
火
類
全
体
の
も
の
で
、
そ
の
人
類
も

後
世
の
人
も
含
め
て
大
事
に
し
て
お
く
べ
き
だ
と
い

う
考
え
の
も
と
に
、
美
術
館
と
い
う
も
の
が
で
き
て

き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
、
公
開
の
仕
方
を
い
ろ

い
ろ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
前
提
の
も
と
で
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
優
れ
た
作
家
を
企
画
展
て

と
り
あ
げ
た
り
、
常
設
展
示
に
も
力
を
入
れ
て
い
る

わ
け
で
す
が
r

実
際
に
鑑
賞
に
来
ら
れ
る
方
々
の
反

応
を
見
て
み
ま
す
と
「
も
っ
と
こ
う
い
う
展
覧
会
を

や
っ
て
ほ
し
い
」
と
か
「
常
設
展
は
企
画
展
開
催
中

も
休
抄
こ
と
な
く
へ
や
っ
て
い
て
ほ
し
い
し
と
い
う
要

望
が
あ
る
と
同
時
に
「
も
っ
と
夜
遅
く
ま
で
や
っ
て

ほ
し
い
」
と
か
、
「
入
館
料
も
安
く
し
て
ほ
し
い
」
な

ど
、
具
体
的
な
ご
要
望
や
新
し
い
も
の
へ
の
関
心
も

随
分
強
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

我
だ
と
し
て
は
国
立
で
す
か
ら
、
特
に
国
民
の
皆

さ
ん
す
べ
て
に
開
か
れ
て
、
し
か
も
最
近
は
来
誼
さ

ト
し
ま
し
た
が
、
当
時
は
大
変
順
調
に
い
き
ま
し
た
。

中
高
年
の
女
性
を
中
心
と
し
た
カ
ル
チ
ャ
ー
プ
ー
ム

な
ど
に
も
乗
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
昨
年
ぐ
ら
い
か
ら
芙
術
館
の
入
場
者

数
が
だ
ん
だ
ん
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
の

宣
伝
の
や
り
方
が
不
十
分
で
あ
る
と
か
r

そ
う
い
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
見
る
方
々
の
要
望
が
も

う
少
し
違
っ
た
と
こ
ろ
に
い
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
た
だ
見
て
い
る
だ
け
で
は
満
足
し
き
れ
な

い
例
え
ば
茶
碗
を
い
く
ら
見
て
い
て
も
、
ガ
ラ

ス
ケ
ー
ス
越
し
で
は
お
も
し
ろ
さ
に
限
界
が
あ
る
と

い
う
の
も
わ
か
る
の
で
す
。
茶
碗
と
い
う
の
は
扱
っ

て
、
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
し
て
、
初
め
て
そ
の
お
も

し
ろ
さ
が
堪
能
で
き
る
も
の
で
す
か
ら
。

そ
れ
か
ら
、
美
術
館
を
支
え
て
き
た
中
高
年
女
性

が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
皆
さ
ん
年
を
と
っ
て
い
く

わ
け
で

‘
-
0年
前
に
五

0
代
だ
っ
た
方
は
六

0
代

に
、
六

0
代
だ
っ
た
方
は
七

0
代
と
い
う
よ
う
に
来

館
者
の
高
齢
化
も
そ
の
背
景
に
あ
る
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
世
代
交
代
の
問
題
で
す
ね
。
そ
の

方
た
ち
に
と
っ
て
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
こ
と
が
、
次

の
世
代
に
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
し
、
前
の
世
代
よ
り
も
っ
と
違
う

お
も
し
ろ
さ
を
見
つ
け
る
の
が
新
し
い
世
代
の
生
き

方
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。

矢

0

逆
に
現
代
美
術
は
鑑
賞
者
の
年
代
の
設
定
が

し
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど

の
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
の
展
覧
会
は
二

0
代、
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を
収
集
し
て
、
保
管
及
び
展

示
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
財
政
的
に
厳
し
く

な
る
と
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も

難
し
く
な
り
ま
す
し
、
あ
る

い
は
企
画
展
を
開
く
場
合
の

賃
貸
料
や
保
険
料
、
輸
送
費

な
ど
と
い
っ
た
経
費
も
か
な

り
圧
縮
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
い
い
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
集
め
る
方
法
と

活の中にとけ込んでいたり、他の芸術

りがあるものなので、美術館では単な

く広い意味での観客参加やパフォー

を取り込むなどの工夫が必要ですね。

（高階）

三
〇
代
と
同
時
に
団
塊
の
世
代
が
非
常
に
多
く
入
っ

て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
要
因
を
探
っ
て
み
ま
す
と
、

ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
が
活
躍
し
た
時
代
は
六
〇

年
代
な
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
時
代
に
対
す
る
あ
る

植
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
あ
っ
て
、
自
分
の
生
き
て
き

た
時
代
を
も
う
一
度
見
直
す
と
い
う
意
味
で
効
果
が

あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
や
は
り
現
代
美
術
の
場
合
に
は
、
価
値
観

が
固
定
し
た
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
な
い
で
す
か
ら
、

我
々
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
常
に
賭
け
を
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
美
術
品
に
対

す
る
鑑
裳
者
の
位
置
づ
け
を
は
っ
ぎ
り
さ
せ
る
と
い

っ
た
努
力
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

今
、
ち
ょ
ろ
ど
漫
画
の
展
覧
会
を
や
っ
て
お
り
ま

す
が
‘
―
つ
の
工
夫
と
し
て
、
会
場
の
真
ん
中
に
年

表
を
置
い
て
み
ま
し
た
。
自
分
が
い
た
時
代
は
、
ど

う
い
う
世
相
で
、
ど
う
い
う
浸
画
が
あ
っ
た
か
と
い

う
こ
と
で
、
自
分
と
の
対
話
が
で
き
る
よ
う
に
し
た

の
で
す
。
年
表
を
置
い
て
位
置
取
り
を
は
っ
き
り
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
意
味
で
は
評
判
が
い
い

ん
で
す
。
何
の
た
め
の
展
覧
会
鑑
賞
な
の
か
と
い
う

こ
と
を
自
覚
し
て
も
ら
え
る
と
い
い
ま
す
か
、
自
分

の
位
置
で
き
ち
ん
と
鑑
賃
で
き
る
と
い
う
工
夫
は
う

ま
く
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

高
階
美
術
諒
の
問
題
と
し
て
、
~
玉
畠
さ
ん
の
と
こ

ろ
の
よ
う
に
わ
り
に
古
い
も
の
を
愛
好
し
て
お
ら
れ

る
方
が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
き
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ

を
新
し
い
世
代
に
ど
う
つ
な
げ
て
い
く
か
と
い
う
文

化
の
継
承
の
問
題
が
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
若
い
世
代

は
新
し
い
も
の
を
ど
う
取
り
込
ん
で
い
く
か
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
社
会
状
況
の
変
化
も
あ
り
ま
す

が
、
私
ど
も
も
含
め
て
美
術
館
の
公
開
の
方
法
を
い

ろ
い
ろ
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

や
は
り
美
術
と
い
う
の
は
単
に
眺
め
る
だ
け
で
は

な
く
、
生
活
の
中
に
入
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
ほ

か
の
芸
術
形
態
と
い
ろ
い
ろ
関
係
が
あ
る
も
の
な
の

で
、
美
術
館
と
し
て
は
単
な
る
展
示
で
は
な
く
、
広

い
意
味
で
の
観
客
参
加
と
か

r

あ
る
い
は
パ
フ
ォ
ー

ミ
ン
グ
ア
ー
ツ
を
取
り
込
む
や
り
方
を
、
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
考
え
な
け
れ
は
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
外

国
で
す
と
、
よ
く
音
楽
会
と
か
演
劇
を
取
り
入
れ
て

い
ま
す
。
単
に
従
来
の
箱
を
つ
く
っ
て
、
並
べ
れ
ば

い
い
と
い
う
の
で
は
済
ま
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
の
美
術
館
で

も
今
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
こ
と
で
、
文
化
が
継
承

さ
れ
て
い
く
だ
め
に
、
非
常
に
重
要
な
素
イ
ン
ト
だ

ろ
う
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

矢
口
最
近
の
傾
向
と
し
て

r

漫
画
を
は
じ
め
と
し

て
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
テ
ー
マ
か
多
く
な
っ
て
い

る
ん
で
す
。
つ
い
最
近
で
す
が

f

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
美
術
館
で
モ
ー
タ
ー
バ
＇
介
ク
の
展

覧
会
を
や
り
ま
し
た
が
、
空
前
の
入
館
者
数
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
テ
ー
マ
は
デ
ザ
イ
ン
に
主
眠

が
置
か
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
，
我
勺
も
単
に
デ

ザ
イ
ン
展
と
し
な
い
で
、
匹
し
ろ
親
し
め
る
テ
ー
マ

の
中
で
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
発
見
を
し
て
も
ら
う
よ

し
て
は
、
寄
託
と
い
う
方
法
痘
あ
り
ま
す
。
ご
存
じ

と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び
美
術
品
公
開
促
進
法

が
制
定
さ
れ
、
登
録
美
術
品
制
度
炉
発
足
い
た
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
優
れ
た
美
術
品
を
文
化
庁
長
官
が
登

録
し
｀
っ
そ
れ
を
所
有
者
の
方
か
ら
美
術
館
に
寄
託
し

て
い
た
だ
い
て
、
国
民
が
銀
賞
す
る
機
会
を
増
や
し

て
い
こ
う
と
い
う
制
度
で
す
。

ま
度
美
術
品
の
貸
借
、
特
に
外
国
か
ら
借
り
て

き
た
場
合
が
主
な
対
象
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
又

化
庁
で
は
、
国
家
補
償
制
度
に
つ
い
て
も
外
部
の
人

に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
研
究
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
こ
の
国
家
補
償
制
度
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
企

画
展
を
充
実
し
て
い
こ
う
と
い
う
施
策
に
な
り
ま
す
。

先
ほ
ど
の
登
録
美
術
品
制
度
に
つ
い
て
は
む
し
ろ

常
設
展
示
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
施
策
で
す
。
こ
の

登
録
美
術
品
制
度
に
関
し
て
、
質
問
な
り
期
待
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
か
え
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
が
不
安

だ
と
い
う
こ
と
を
お
う
か
炉
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

玉
塁
こ
の
登
録
美
術
品
制
度
で
は
、
美
術
品
の
所

有
者
が
公
開
す
る
美
術
館
を
選
択
す
る
余
地
が
あ
る

わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
登
録
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
美

術
館
と
所
有
者
と
の
間
で
登
録
美
術
品
公
開
契
約
が

結
ば
れ
て
、
公
開
や
保
管
が
安
定
的
、
継
続
的
に
な

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

竹
本
そ
う
で
す
。
従
来
の
寄
託
制
度
で
し
た
ら
、

い
つ
で
も
所
有
者
が
美
術
品
を
返
し
て
も
ら
う
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
登
録
制
度
で

は
、
最
低
五
年
以
上
に
わ
た
る
契
約
期
間
が
設
定
さ

う
な
テ
ー
マ
性
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
映
画
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど

も
や
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
°

た
だ
、
メ
イ
ン
は
現
代
美
術
の
歴
史
が
き
ち
ん
と

理
解
で
き
る
よ
う
な
常
設
展
示
で
あ
り

r

美
術
館
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
き
ち
ん
と
筋
を
通
す

こ
と
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

竹
本
今
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
お
話
が
出
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
基
本
的
に
美
術
館
の
活
動
と
い
う
の
は
、

国
民
等
に
鑑
賞
の
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、
美
術
品

れ
、
一
方
的
な
解
約
の
申
し
入
れ
は
で
き
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
一
方
で
、
美
術
品
の
所
有

者
に
対
し
て
は
r

美
術
餡
で
適
切
に
保
管
・
公
開
し

て
も
ら
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
美
術
品
の

所
有
者
が
個
人
の
場
合
に
は
、
相
続
が
発
生
し
た
と

き
に
相
続
税
の
物
納
が
し
や
す
く
な
る
と
い
う
メ
リ

ッ
ト
も
あ
り
ま
す

C

で
す
か
ら
、
こ
の
制
度
で
は
、
す
で
に
美
術
館
に

所
有
権
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
登
録
美
術
品
に
な

る
こ
と
は
想
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
個
人

や
企
業
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
、
美
術
館
で
鑑
賞
で

き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
禁
、
こ
の
制
度
の

一
番
大
き
な
ね
ら
い
で
す
。

高
階
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
る
美
術
品
以
外
に
、

個
人
な
り
民
間
な
り
が
所
蔵
し
て
い
る
作
品
も
も
ち

ろ
ん
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
も
で
き
る

だ
け
提
供
す
る
機
会
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
望
ま
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
登
録
美
術
品
制
度
で
は
、
個
人
の
場

合
は
相
続
税
の
物
納
の
特
例
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
所
有
者
に
も
プ
ラ

ス
に
な
る
か
た
ち
で
優
れ
た
美
術
品
が
公
開
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
非
常
に
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し

た
制
度
は
諸
外
園
に
も
あ
っ
て
、
相
続
税
の
物
納
に

つ
い
て
は
、
細
か
い
点
の
違
い
は
あ
っ
て
も
そ
れ
ぞ

れ
の
国
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で

は
代
物
弁
済
で
、
相
続
税
の
代
わ
り
に
作
品
を
国
に

納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ピ
カ
ソ
美
術
館
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欧米では、美術や音楽などのいわゆる「文

化」に閃心を持つのは知識人として当然

のことと考えられています。日本はその

意昧での弱さがまだまだあるし、そうい

った意識は変えていかなければならない

と思いますね。 （矢口）

は
そ
れ
で
で
き
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
一
方
で
、
美
術
品
は
―
つ
の
財
産
で
も
あ

る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
保
全
は
十
分
に
図
ら
な
い

と
い
け
な
い
。
寄
託
と
い
う
の
は
お
借
り
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
の
設
備
あ
る
い
は
制

度
的
な
も
の
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
な
い
と
、
当

然
、
寄
託
さ
れ
る
方
も
不
安
に
な
る
の
で
、
そ
う
い

う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
、
美
術
館
と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
設
備

や
ス
タ
ッ
フ
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
不
時
の
災
害
や
自
然
劣
化
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

の
で
、
そ
の
場
合
の
補
償
を
ど
う
す
る
か
例
え
ば

保
険
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

保
険
を
掛
け
る
と
す
れ
ば
ど
こ
が
ど
う
掛
け
る
の
か
、

ど
う
い
う
補
償
が
あ
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を

寄
託
し
て
く
だ
さ
る
方
奏
に
納
得
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
美
術
舘
が
持
っ
て
い
な
い
も
の
で
も
鑑
賞

機
会
を
な
る
べ
く
広
げ
よ
ろ
と
い
う
の
は
、
美
術
館

と
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す．
c

そ
こ
を
所
蔵
家
の
方
々
に
う
ま
く
納
得
し
て
い

た
だ
く
か
た
ち
の
一
っ
と
し
て
、
こ
の
制
度
が
生
ま

れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
よ
す
。

我
々
と
し
て
は
、
優
れ
た
も
の
を
一
般
の
方
に
き

ち
ん
と
し
た
か
た
ち
で
鑑
賞
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
体
制
を
徐
奏
に
整
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
ぜ

ひ
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

矢
口
私
は
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
制
度
が
あ
れ
ば

な
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
そ

の
物
を
理
解
す
る
根
本
的
な

視
点
が
自
分
た
ち
に
あ
る
よ

う
で
い
て
、
案
外
理
鮮
で
き

て
い
な
い
。
知
っ
て
い
た
っ

も
り
で
、
あ
る
い
は
啓
発
す

る
と
い
う
こ
と
で
伝
え
る
情

報
隻
実
は
本
に
書
い
て
あ

る
も
の
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て

言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の

物
に
本
当
に
向
き
合
っ
て
十

分
考
え
た
こ
と
と
か
、
理
解
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若
干
の
救
い
に
は
な
る
と
思
い
ま
す
。
若
干
と
申
し

上
げ
る
の
は
、
＇
根
本
に
は
税
制
の
問
題
が
あ
る
と
思

う
か
ら
で
す
。
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
て
企
業
が
持
ち
切

れ
な
く
な
っ
た
も
の
を
、
あ
る
程
度
税
制
優
遇
措
置

を
と
っ
て
公
的
な
機
閤
に
寄
贈
な
り
何
な
り
さ
れ
れ

ば
と
思
う
の
で
す
。
美
術
品
が
い
い
か
げ
ん
な
扱
い

を
さ
れ
、
バ
ブ
ル
の
時
期
に
日
本
に
入
っ
た
重
要
な

も
の
が
ほ
と
ん
ど
外
国
に
戻
っ
て
い
る
と
い
う
事
実

が
あ
る
わ
け
で
す
。
現
代
美
術
で
も
そ
う
で
す
。
そ

こ
を
税
剖
で
補
え
る
と
い
う
の
が
本
来
の
か
た
ち
だ

と
思
い
ま
す
。

私
は
今
の
制
度
を
お
聞
き
し
て
、
あ
る
程
度
の
救

い
に
は
な
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
根
本
的
に
個
人
の

収
蔵
家
の
方
と
か
、
企
業
が
持
て
余
し
て
い
る
も
の

を
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
全
部
救
え
る
か
ど
う
か
と

い
う
と

r

ち
ょ
っ
と
物
足
り
な
い
よ
う
な
気
は
す
る

ん
で
す
。

竹
本
た
し
か
に
こ
れ
で
全
部
救
え
る
と
は
我
々
も

思
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
あ
る
程
度
の
救
い
に
な

る
と
い
う
招
話
で
し
た
け
れ
ど
も

f

ま
さ
し
く
第
一

歩
と
い
苔
位
置
づ
け
で
す
。
今
後
税
制
等
を
ど
う
し

て
い
く
か
、
卜
分
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

竹
本

最
後
に
、
今
後
の
課
題
や
提
言
な
ど
お
間
か

せ
く
だ
さ
い

C

玉器

美
術
館
は
人
が
集
ま
る
場
で
あ
り
、
人
は
そ

で
き
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
物
が
在
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
在
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
い
ろ
い
ろ
考
え
直
し

て
み
て
、
そ
れ
で
理
解
で
き
た
こ
と
を
な
る
べ
く
伝

え
て
い
く
｀
．
そ
う
し
て
人
々
の
関
心
を
引
き
つ
け
る

努
力
を
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

矢
口
我
々
日
本
人
は
、
枝
葉
だ
け
見
て
し
ま
う
と

こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
イ
タ

リ
ア
人
の
現
代
作
家
は
、
．
自
分
た
ち
の
幹
は
ど
こ
で
、

根
は
ど
こ
で
と
い
う
こ
と
を
常
に
探
る
う
と
し
ま
す
。

そ
れ
が
伝
統
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
だ
と
い
う
考
免
方
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
も
う
一
度
き
ち
ん
と
見

直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
に
き
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
美
術
展
の
オ
ー
プ
ン
の
挨
拶
で
「
私
は
芙
術

の
世
界
は
門
外
漠
で
と
．．．．． 
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳

に
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
欧
米
で
は
、
非
常
に
恥

ず
か
し
い
こ
と
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り

「
私
は
無
教
養
な
人
間
だ
」
と
述
べ
る
の
と
同
じ
こ
と

だ
と
い
う
の
で
す
。
文
化
に
闊
心
を
持
つ
の
は
知
識

人
と
し
て
当
然
だ
と
い
う
意
識
で
、
美
術
や
音
楽
と

い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
は
そ
の
意
味

で
の
弱
さ
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
し
、
そ
う
い
う
意
識
を

変
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

高
階
美
術
館
の
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
所
蔵
品
の
公

こ
で
何
か
感
動
を
も
ら
っ
た
り
、
あ
る
い
は
知
的
な

刺
激
を
受
け
た
り
し
て
帰
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
心
の

満
足
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
、
記
憶
と
し
て
蓄
積

さ
れ
て

f

裟
た
次
に
行
っ
て
み
よ
う
か
な
、
何
か
や

っ
て
い
る
か
ら
行
こ
う
か
な
と
い
う
次
の
段
階
の
行

動
へ
と
向
い
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
私
ど
も
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
r

日
本
美
術
を
専
門
で
や
っ
て
い
て
日
本
の
文
化
の
中

で
生
き
て
い
る
我
々
な
の
に
、
本
当
に
そ
の
物
を
知

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
c

日
本

の
美
術
史
と
い
う
学
問
は
、
一
九
世
紀
の
後
半
に
世

上
に
あ
ふ
れ
た
旧
来
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
解
体
し
、

そ
れ
を
分
類
、
整
理
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
す
が

r

ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
こ
ん
な
物
が
で
き
た

ん
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
何
の
た
め
に
つ
く
っ
た
物

開
も
そ
う
で
す
し
、
展
覧
会
も
そ
う
で
ず
が
、
玉
贔

さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
た
だ
の
知
識
で
な

く
て
、
実
際
の
作
品
に
と
も
か
く
接
す
る
、
そ
れ
は

い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
が
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
が
、

一
般
の
国
民
の
方
に
広
く
接
す
る
機
会
を
提
供
す
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
に
還

元
し
て
、
そ
の
中
で
そ
の
美
術
品
が
ど
う
し
て
生
ま

れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
も
理
解
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
こ
う
し
た
五
綱
査
研
究
」
も
美
術
館
の
大
切

な
役
割
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
採
算
と
は
全
く
別
の
話

て
、
そ
れ
が
基
礎
に
あ
っ
て
、
し
か
も
作
品
の
保
全

を
十
分
に
考
え
な
が
ら
、
実
際
に
作
品
に
接
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

そ
の
こ
と
は
、
美
術
館
も
国
も
考
え
な
け
れ
ば
い

け
な
い
け
れ
ど
も
、
美
術
館
や
国
だ
け
の
責
任
で
は

な
く
、
社
会
意
識
と
し
て
も
考
え
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
ね
。
そ
の
上
で
、
美
術
館
と
い
う
も
の
を
で
き

る
だ
け
広
く
一
般
の
人
に
開
か
れ
た
も
の
に
し
て
い

く
た
め
の
方
策
を
考
え
て
い
く
。
国
と
し
て
は
、
文

化
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
璽
要
性
を
持
っ
て
い

る
か
、
そ
の
背
後
に
は
美
術
館
が
ど
の
よ
う
な
役
割

を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
訴
え
な
が
ら
、
政

策
と
し
て
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
ろ

う
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

竹
本
今
日
は
貴
重
な
お
話
を
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

（

了

）

《
合
後
、
美
術
館
は
同
を
め
ざ
す
か
》

竹本課長
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郡築三番町樋門（熊本県八代市）

撮影／、三沢梱昭

八代活に面した八代平野には、洒抜の低い一様な土地が延々と続く風景をみることがで

きる。こうした土地は、干拓事業によって人工的につくられだもので、八代では古く力ら

干拓事業が行われていだ。

この門は、氾と襲j也を仕切る農防の途中に開力れだ水戸9で、写真1こみえる階段状の石槙

みの間にアーチ形の開口部力寄り、その部分に設けだ門扉で水の出入りを調整芍る仕組み

となっている。八代郡役所によって進められだ干拓事業にともない明治33年に建設されだ

もので、県の技舗川口虎雄ガ設計を手ガけている。 r郡築三番町」は地名で、その名は郡ガ

つくつだ土地ということにちなんでつけられだ。

この門の南には、昭和11年の高潮による堤防決壊の後、昭和13年に達設されだ郡築二番

町樋門（登録有形文化財）ガ残されている。二つの水戸別の存在によって、干拓事業の歴史

をだどることガてきると同時に土不構造物の意匠・構造等の時代による違いをみることガ

できる。 （文化財保談部建造物翻文化財調査官後藤 治）

登録美術品制度の発足にあたって、多くの美術館関係者や有識者

のご意見をお問きする橡会がありました。新しい制度への期待や課

題など、大変参考になりました。

この制度は：美術品の鑑賞機会を拡大することを目的としていま

す是美術館にとって、美術品を公開するということは、．一方で盗

難や災害などから美術品を守らなければならないという側面もあり

ますC 公開を促進するにはそれなりの対策を考えなければなりませ

ん，,こうした課題と常に向き合いながらも•.てぎる限りの工夫をも
って濫貨者の希望に応えていきたいという心強いお話•もありましたc

美術品のパプリッタ・アクセス（一般に開かれたものにすること）

の向上のためには、今後とも、椋々な課題について十分考慮した上

で、より充実した施策を検討していく必要があると改めて感じたと

ころです, (K) 
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