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民
族
学
博
物
餌
と
い
う
と
、
な
に
か
非
常
に
特
殊
な
も
の
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
人
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
族
学
と
い
う
名
が
、
必
ず
し

も
耳
な
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
せ
い
も
あ
ろ
う
。
今
で
は
む
し
ろ
、
文
化

人
類
学
と
い
う
名
の
ほ
う
が
と
お
り
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
い
た
い
、
同

じ

内

容

の

も

の

と

考

え

て

頂

い

て

よ

い

。

．

数
少
な
い
国
立
の
博
物
餌
の
一
っ
と
し
て
、
と
く
に
民
族
学
の
博
物
錮
を
建

て
る
と
は
、
日
本
国
家
は
民
族
学
の
捩
興
に
特
別
の
力
こ
ぶ
を
い
れ
て
い
る
の

か
と
、
ふ
し
ぎ
に
思
う
＼
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な

い
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
民
族
詈
人
類
学
の
博
物
館
は
、
あ
る

の
が
当
然
で
あ
っ
て
、
な
い
ほ
う
が
ふ
し
ぎ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
む
し
ろ

P

日
本
で
は
な
ぜ
い
ま
ま
で
民
族
学
の
博
物
錮
を
た
て
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の

か
、
そ
の
ほ
う
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

民
族
学
の
博
物
錮
と
い
う
の
は
、
世
界
の
諸
民
族
の

P

社
会
と
文
化
に
関
す

る
基
礎
査
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば

9

人
類
文

化
の
博
物
館
で
あ
る
。
地
球
・
上
の
自
然
の
多
様
性
を
一
堂
に
集
め
た
も
の
が
自

然
科
学
博
物
餌
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
類
文
化
の
多
様
な
る
あ
り
さ
ま
を
一
堂

に
集
め
た
民
族
学
博
物
鯨
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
少
し
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。

地
球
上
に
人
類
が
展
開
し
て
ぎ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ

ん
、
従
来
か
ら
個
別
的
・
部
分
的
に
は
、
大
学
や
研
究
所
で
研
究
は
進
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
メ
キ
シ
n

の
文
化
に
つ
い
て
し
り
た
い
と
思
え

世
界
文
化
の
研
究
セ
ン
タ
ー

の
鷹
会
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

国
立
民
族
学
博
物
餡
が
、
昭
和
四
九
年
度
に
い
よ
い
よ
創
設
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
昭
和
四
六
。
四
七
年
度
の
二
か
年
に
わ
た
っ
て
闘
査
が
行
わ
れ
、
四

八
年
度
に
は
創
設
準
備
室
が
お
か
れ
て
準
備
に
当
た
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

調
査
会
議
の
設
置
以
来
、
四
年
目
の
実
現
で
あ
る
°

も
っ
と
も
、
こ
の
欝
物
錮
の
設
立
計
国
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
年
月
を
通
算
す

る
と
、
四
年
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。
じ
つ
に
、
四

0
年
も
か
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
汽
沢
倣
三
先
生
ら
に
よ
っ
て
最
初
の
計
画
が
た
て
ら
れ
た
の
は
、
昭

和一

0
年
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
民
族
学
関
係
者
た
ち
の
根
気
の

よ
い
迦
動
か
つ
づ
き
、
文
部
省
そ
の
ほ
か
関
係
各
方
面
の
埠
解
に
よ
っ
て
、
今

日
つ
い
に
そ
の
実
現
を
み
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

設
立
の
場
所
は
、
大
阪
府
千
呈
丘
餃
の
、
万
国
博
覧
会
記
念
公
園
内
が
予
定

四
0
年
の
夢

1

1

ー
主
と
し
て
そ
の

国
立
民
族

八

解

説

＞

さ
れ
て
い
る
。
完
成
す
れ
ば
、
事
務
局
の
ほ
か
に
五
研
究
部
（
ニ
―

門
）
と
情
報
管
理
施
設
を
そ
な
え
、
人
員
は
一
三
三
人
と
い
う
規
模
の
も
の
に

な
る
が
、
四
九
年
度
は
と
り
あ
え
ず
人
員
三

0
人
で
出
発
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
建
築
は
、
い
ま
黒
川
紀
章
氏
の
手
で
基
本
設
計
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る

が
℃
大
き
な
展
示
室
の
ほ
か
に
、
収
蔵
摩
、
研
究
室
、
セ
ミ
ナ
ー
室
な
ど
を
そ

な
え
、
床
面
積
三
嗅

0
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
も
の
に
な
る
予
定
で
あ

る
。
五

0
年
度
中
に
完
工
し
、
五
一
年
度
に
は
、
開
錮
の
は
こ
び
に
な
り
た
い

も
の
と
願
っ
て
い
る
。

こ
の
博
物
館
は
、
四

0
年
も
ま
え
か
隻
そ
の
実
現
が
ま
ち
の
ぞ
ま
れ
て
い

た
も
の
だ
け
に
、
完
成
す
れ
ば
、
学
術
研
究
上
も
、
社
会
教
育
上
も
、
ま
た
学

校
教
育
の
う
え
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
あ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
期

待
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
話
題
を
学
術
研
究
上
の
意
羨
に
限
っ
て
述
べ
る
こ
と

に
す
る
。
社
会
教
育
上
、
あ
る
い
は
学
校
敦
育
上
の
意
穀
に
つ
い
て
は

P

べ
つ

学
術
的
意
義
に
つ
い
て

学

博

物

館

の
ば
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
あ
る
い
は
、
ア
ラ
ブ
の
社
会
は
ど
う
な
っ
て
い
る

か
を
調
べ
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
そ
れ
ら
の
道
は
、
現
実
的
に
は
少

数
の
専
門
家
以
外
に
は

P

ま
っ
た
く
と
ざ
さ
れ
た
ま
ま
と
い
っ
て
よ
い
。
日
本

で
は
比
較
的
よ
く
ぺ
知
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
に
つ
い
て

も
、
そ
の
具
体
的
な
生
活
ぶ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
意
外
に
わ
か
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
要
求
に
全
面
的
に
応
え
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
国

立
民
族
学
博
物
錮
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
い
わ
ば
世
界
文
化
研
究
博
物

館
で
あ
っ
て
、
関
連
す
る
と
こ
ろ
は
、
民
族
学
だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
。
す
そ
野

は
広
く
、
す
べ
て
の
人
文
科
学
に
及
ぶ
と
考
え
て
よ
い
。
実
は
、
民
族
学
と
い

う
も
の
茄
、
す
べ
て
の
人
文
科
学
の
基
礎
学
な
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
と

え
ば
、
外
国
文
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
博
物
餌
は
、
非
常
に

大
き
い
利
用
価
値
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
文
学
作
品
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
、

各
民
族
に
固
有
の
、
風
俗
、
慣
習
、
生
活
様
式
な
ど
を
、
具
体
的
に
、
ま
た
は

実
物
に
よ
っ
て
、
開
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
国
立
民
族
学
博
物
錮
が
、
い
ま
欄
想
さ
れ
て
い
る
と
お
り
の
規
模
と
内

容
で
完
成
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
穂
の
博
物
館
と
し
て
は
、
世
界
で
第
一

級
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
日
本
の
民
族
学
。
人
類
学
の
メ

ッ
カ
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
同
時
に

P

今
述
べ

た
よ
う
な
事
情
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
人
文
科
学
研
究
の
一
大

セ
ン
タ
ー
に
な
っ
て
行
く
へ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
博
物
館
が
、
う

ま
く
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
諸
民
族
に
対
す
る
日
本
人
の
認
識
は
飛

躍
的
に
造
歩
し
、
世
界
文
化
の
研
究
に
対
し
て
大
き
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。 想

梅

椋

忠

夫
研
究
部
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由
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
個
人
あ
る
い
は
個
々
の
研
究
機
閲
で
は
と
う
て
い
も
て
な
い
よ
う

な
、
大
規
模
の
資
料
収
集
を
は
か
る
た
め
の
旅
設
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
い

よ
り
は
マ
ジ
と
い
う
緑
度
の
も
の
で
は
、
設
立
す
る
意
味
が
な
い
。
収
集
。
保

胃
利
用
、
研
究
の
能
力
に
お
い
て
、
従
来
の
諸
機
関
に
く
ら
べ
て
ケ
タ
ち
が

い
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
完
全

な
情
報
検
索
な
ど
、
実
現
す
れ
ば
、
そ
の
学
術
的
効
果
は
両
期
的
な
も
の
と
な

る
だ
ろ
う
。
国
立
民
族
学
博
物
館
が
、
文
科
系
に
お
け
る
ビ
ッ
グ
：
サ
イ
エ
ン

ぞ
だ
と
言
わ
れ
る
の
も
、
当
然
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

市
民
の
大
学

国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
国
立
大
学
の
共
同
利
用
機
関
で
あ
る
が
℃
そ
れ
と

と
も
に
、
博
物
館
と
し
て
市
民
の
ま
え
に
広
く
公
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
を
利
用
す
る
も
の
は
、
大
学
に
籟
を
置
く

研
究
者
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の
す
べ
て
が
、
こ
れ
を
利
用
で
き
る
の
で
あ

る。
一
般
に
博
物
館
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
℃
専
門
家
向
け
の
研
究
活
動
と
一

般
市
民
だ
け
の
展
示
と
が
矛
盾
を
競
こ
し
て
、
両
者
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
傾
向

が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
研
究
は
展
示
と
無
関
係
に
進
め
ら
れ
、
展
示
は
研
究
の

成
果
の
反
映
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
立
民
族
学
博
物
館
で
は
、

そ
う
い
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
研
究
。
展
示
一
体
の
原
則
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
い
る
。
研
究
者
は
、
展
示
の
第
一
線
に
で
て
そ
の
内
容
に
責
任
を
持
ち
、

展
示
は
研
究
成
果
の
反
映
で
あ
る
r

と
い
う
ふ
う
に
す
る
。
研
究
者
炉
庫
接
公

衆
に
接
す
る
場
面
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
新
鮮
な
刺
激
を
外
か
ら
受

対
i
'
＂

9
~
,
S
-

＇
’
て
せ
＇

ま
っ
た
く
ふ
し
ぎ
な
こ
と
だ
が
、
日
本
で
は
今
ま
で
も
民
族
学
や
文
化
人
類

学
の
研
究
は
、
ま
っ
た
く
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
。
国
立
大
学
は
じ
め
、

公
菰
立
の
諸
大
学
に
お
い
て
も

p

民
族
学
や
人
類
学
の
講
座
が
開
設
さ
れ
る
こ

と
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
、
研
究
者
た
ち
は

P

不
当
な
冷
遇
を
う
け
て
ぎ
た
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
の
文
化
に
関
す
る
研
究
を
お
こ
た
っ
た

と
は
、
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
そ
の
闊
心
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
あ
る
い
は
極
東
の

特
定
の
地
域
の
文
化
に
集
中
し
て
、
ひ
ろ
く
人
類
の
変
化
一
般
の
比
較
研
究
と

い
う
と
こ
ろ
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
―
つ
に
は
、
明
治
以

来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
間
の
成
果
だ
け
を
輪
入
し
、
そ
れ
に
追
随
す
る
こ
と
に

努
力
が
集
中
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
c

し
か
し
、
そ
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
学

間
の
背
景
に
は
、
世
界
の
諸
文
化
に
つ
い
て
の
お
び
た
だ
し
い
資
将
の
蓄
積
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
日
本
は
、
そ
の
ほ
う
に
は
あ
ま
り
注
意
を
は
ら
わ
ず
f

も
っ

ば
ら
成
果
だ
け
の
輸
入
に
努
め
た
、
と
も
＝
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
世
界
の
国
ぐ
に
の
間
の
、
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
な
関
係

が
、
こ
の
ご
ろ
の
よ
う
に
密
接
に
な
っ
て
く
る
と
、
も
は
や
輸
入
さ
れ
た
一
般

理
論
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
。
ど
う
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族

の
、
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
、
そ
し
て
詳
細
な
知
闘
を
、
い
そ
い

で
集
租
し
な
[
れ
は
な
氏
云
芯
ら
で
あ
る
o

い
ま
ま
で
民
族
学
：
入
類
学
の
育

成
を
お
こ
た
っ
て
き
た
と
い
う
弱
息
を
、
こ
こ
で
急
い
で
取
り
返
え
さ
な
け
れ

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
、
国
立
民
族
学
博
物
館
が
創
骰
さ
れ
な
け
れ
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
樗
―
つ
に
以
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。

共
同
利
用
と
ビ
ッ
グ
：
サ
イ
エ
ン
ス

世
界
の
諸
文
化
の
う
，
夏
あ
る
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
賃
日
本
の
研
究
は

非
常
に
慄
い
と
こ
ろ
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
は
、
孤
立
的
に
各
研
究
歳
関
に
所
属
し
て
い
る
た

め
に
、
な
か
な
か
共
同
研
究
も
麟
し
い
。
と
く
に
、
研
究
に
必
要
な
資
料
ー
ー

標
本
、
図
書
、
地
図
℃
フ
ィ
ル
ム
、
写
真
な
ど
を
含
む
ー
ー
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
少

し
ず
つ
、
分
散
的
に
、
し
か
も
か
な
り
の
重
複
度
を
も
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
研
究
贅
が
と
ぼ
し
い
う
え
に
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う

に
葬
効
率
的
に
使
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
資
料
の
収
集
と
保
管
、
利
用
と
い
う
点

で
は
、
不
都
合
な
こ
と
が
は
な
は
だ
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
し
ば
し

ば
先
端
的
な
研
究
は
行
わ
れ
る
が
、
研
究
が
す
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
の
材
料
と

な
っ
た
資
料
類
は
、
管
理
ジ
ス
テ
ム
の
不
備
の
た
め
に
、
た
ち
ま
ち
散
逸
し
た

り
、
あ
る
い
は
逆
に
ど
こ
か
へ
死
蔵
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
蓄
積
と
再
別

用
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
本
当
な
ら
ば
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各
大
学
に
ユ
ニ
ヴ
ァ
シ
テ

ィ
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
あ
っ
て
、
そ
の
仕
事
に
当
た
る
べ
き
な
の
だ
が
、
日
本

で
は
東
大
の
総
合
研
究
資
料
娯
以
外
は
、
そ
の
種
の
も
の
は
皆
限
に
等
し
い
。

そ
の
よ
う
な
大
学
附
属
博
物
舘
も
悪
く
は
な
い
が
、
今
日
の
学
問
の
進
展
状
況

か
ら
言
っ
て
、
も
は
や
そ
う
い
う
こ
と
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。
同

じ
よ
う
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
す
つ
収
蔵
す
る
よ
り
隻
大
規
模
な
資
料

セ
ン
タ
ー
＇
を
一
っ
作
っ
て
、
そ
こ
に
集
中
す
る
ほ
う
が
、
は
る
か
に
利
用
効
率

が
た
か
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
民
族
学
資
料
に
つ
い
て
も
、
も
は
や
涸

々
の
大
学
の
ワ
ク
の
な
か
で
や
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
特
定
大
学
の
殻
を
出

て
兵
同
の
資
料
セ
ン
タ
ー
を
持
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
立
民
族
学
博
物
誼

か
、
全
国
の
国
立
大
学
の
共
同
利
用
機
関
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
理

け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
、
研
究
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
尺
は
な
は
だ
有
益
な
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
閉
鎖
的
な
大
学
で
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
ぬ
刊
点
で
あ

る
°
逆
に
、
各
大
学
は
こ
の
博
物
館
を
共
同
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
通

の
通
気
孔
を
も
っ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
研
究
と
展
示
」
と
い
う
け
れ
ど
、
そ
の
二
つ
を
対
立
的
に
考
え
る
こ
と

は
、
実
は
た
い
へ
ん
お
か
し
い
。
博
物
銅
の
市
民
と
の
接
舷
は
、
展
示
に
限
ら

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
提
供
ー
ン
フ
ァ
ン
ン
ス
の

位
挙
が
あ
り
、
ま
た
、
セ
ミ
ナ
ー
、
講
演
会
そ
の
ほ
か
の
講
座
開
俯
の
仕
事
ー

が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
連
営
さ
れ
て
初
め
て
℃
硯
代
的
な
博
物
誼

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
、
こ
の
博
物
餌
は
研
究
所
と
、
展
示
場
と

専
門
図
書
餌
と
、
研
修
所
と
を
か
ね
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
す
べ

て
市
民
の
前
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
「
市
民
の

大
学
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

市
民
の
前
に
公
開
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
必
ず
し
も

大
衆
を
啓
蒙
す
る
た
め
の
機
関
と
は
考
え
て
い
な
い
。
大
衆
は
、
啓
蒙
さ
れ
る

た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
今
日
の
大
衆
は
、
そ
の
ま
ま
、
市
民
大
学
に

お
い
て
学
習
と
研
究
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
研
究
者
な
の
で
あ
る
。
現
代
の
博

物
舘
は
、
啓
蒙
さ
れ
る
べ
き
大
衆
よ
り
は
、
研
究
意
欲
に
燃
え
た
市
民
を
対
象

と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

専
門
の
学
者
と
ア
マ
チ
ュ
ア
大
衆
と
を
画
然
と
区
別
し
て
、
素
人
に
は
学
問

は
分
か
ら
ぬ
も
の
と
決
め
つ
け
る
の
は
、
学
問
の
進
歩
に
と
っ
て
、
決
し
て
い

い
こ
と
で
は
な
い
。
昔
は
確
か
に
、
専
門
家
と
大
衆
と
の
間
に
は
、
か
な
り
の

落
差
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
代
の
日
本
で
は
、
市
民
の
知
的

水
準
の
向
上
は
目
ざ
ま
し
く
、
あ
る
場
合
に
は
、
専
門
家
を
上
ま
わ
る
知
識
と

ん

aる・勺`
；＂
3

/
9
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及
奨
励
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
℃
あ
ら
ゆ
る
知
的
水
準
に
わ
た
っ
て
で
市
民
の
情

報
要
求
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
度
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に

は
、
す
べ
て
の
屈
類
の
図
書
を
集
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
必
然

的
に
専
門
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

博
物
館
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
古
文
化
財
保
護
の
博
物

聰
啓
蒙
的
社
会
教
育
を
主
と
す
る
博
物
舘
の
ほ
か
に
、
市
民
の
高
度
な
知
的

活
動
の
た
め
の
専
門
博
物
餡
と
い
う
道
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
国
立
民
族
学

博
物
館
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
博
物
館
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
世
界
の
諸
民
族
の
社
会
と
文
化
に
関
す
る
、
専
門
博
物
館
な
の
で
あ
る
。

現
代
の
市
民
の
非
常
に
高
度
化
し
た
知
的
要
求
に
応
え
る
た
め
に
は
、
単
に

シ
ョ
ウ
・
ゲ
ー
ス
に
槙
本
を
陳
列
す
る
だ
け
で
は
と
う
て
い
、
不
十
分
で
あ
っ

て
、
そ
の
ほ
か
の
文
献
、
映
像
、
音
声
、
そ
の
ほ
か
各
虚
の
資
料
を
総
合
的
に

収
集
、
保
管
す
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
一
種
の
総
酋

資
料
箪
で
あ
っ
て
、
従
来
の
博
物
館
の
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
だ
い
ぶ
ん

違
う
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
し
か
し
、
今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
分
野
別
の
総
合
資
料
館
と
し
て
の
専

門
博
物
餌
こ
そ
が
新
し
い
社
会
の
た
め
の
、
新
し
い
施
設
と
し
て
、
次
々
と
建

設
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
開
か
れ
た

学
術
七
ン
タ
ー
で
あ
る
。
学
術
振
興
と
い
う
息
か
ら
い
え
ば
、
特
定
の
研
究
者

の
み
な
ら
ず
、
市
民
の
た
め
の
学
術
振
興
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

P

市
民
の
間
で
の
学
術
の
興
降
は
、
そ
の
ま
ま
、
専
門
家
の
研
究
を
い
っ
そ
う
推

進
さ
せ
る
力
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
国
立
民
旅
学
研
究
博
物
館
（
仮
称
）
創
設
準
備
室
長
）

建設予定地

万国博＊～・ル

I 

r’―--•一、ヽ
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， 斤

民族学博物館 lt9m~-- ユ心

専
門
博
物
誼

喜
欲
求
の
持
ち
ぬ
し
尻
、
市
民
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
s

も
と

も
と
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
ア
マ
チ
ュ
ア
の
差
は
、
生
業
の
間
題
で
あ
っ

て
学
職
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
今
會
日
本
社
会
の
構
造
的
変

化
に
よ
っ
て
、
プ
戸
と
ア
マ
の
意
味
は
原
義
に
も
ど
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ

、。

な
＞こ

う
い
う
変
化
を
見
逃
し
て
、
古
い
固
定
娯
念
で
、
博
物
館
を
考
え
て
は
い

け
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
代
に
適
応
し
た
考
え
方
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
博
物
館

の
利
用
者
に
は
も
ち
ろ
ん
、
子
供
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
に

も
理
解
で
き
る
楽
し
い
も
の
で
な
け
九
は
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
こ
れ
は

「
市
民
の
た
め
の
研
究
歳
関
」
と
し
て
の
、
高
度
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
博
物
縮
と
い
う
も
の
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
と

思
っ
て
い
る
。
「
博
物
館
」
と
い
う
語
は
、
ち
ょ
う
ど
「
学
校
」
と
い
う
く
ら

い
の
範
囲
の
ひ
ろ
い
概
念
で
あ
っ
て
、
多
稲
多
様
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
学
校
と
い
う
中
に
は
、
大
学
、
高
専
か
ら
、
高
校
、
中
学
校
、
小
学

校
、
幼
稗
園
、
そ
れ
に
各
種
学
校
ま
で
含
ま
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
博
物
錮
と

い
う
中
に
、
巨
大
な
総
合
博
物
館
か
ら
、
各
種
の
専
門
博
物
誼
、
郷
土
資
料

璽
偉
人
の
顕
彰
記
念
館
の
た
ぐ
い
に
い
た
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
博
物
誼
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
い
う
中
に
は
、

そ
の
ほ
か
に
、
美
術
組

P

動
物
園
、
植
物
園
、
水
族
錮
ま
で
入
っ
て
い
る
。
こ

う
い
う
も
の
を
一
括
し
て
P

'

す
べ
て
同
じ
考
え
で
処
理
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ

れ
は
む
り
で
あ
る
。
そ
れ
そ
れ
の
特
質
に
応
じ
て
、
考
え
て
行
か
ね
は
な
ら
な

、。
国
立
民
族
学
博
物
縮
は
、
学
校
で
い
え
ば
、
や
は
り
大
学
に
当
た
る
。
総
合

大
学
で
は
な
い
に
し
て
も
、
高
度
の
研
究
能
力
を
備
え
た
単
科
大
学
で
あ
る
と

み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
博
物
縮
だ
か
ら
学
生
は
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
市

民
が
こ
れ
を
利
用
す
る
。

博
物
舘
と
い
う
と
、
ガ
ラ
ス
・
ケ
ー
ス
の
並
ん
だ
陳
列
場
を
思
い
浮
か
べ
る

人
が
多
い
。
そ
う
い
う
博
物
銅
も
あ
っ
て
も
い
い
が
、
博
物
餌
と
は
陳
列
場
だ

と
い
う
固
定
観
念
は
困
ま
る
。
陳
列
楊
さ
え
あ
れ
ば
博
物
餡
が
で
き
る
と
い
う

考
え
は
℃
敦
室
さ
え
建
て
れ
ば
大
学
が
で
き
る
と
い
う
に
等
し
い
。
実
際
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
付
属
物
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
陳
列
は
博
物

館
橡
能
の
一
部
で
あ
っ
て
、
ほ
か
に
ま
だ
、
泌
要
な
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

日
本
で
は
、
博
物
館
と
言
え
ば
、
東
京
国
立
博
物
饂
を
は
じ
め
、
京
都
、
奈
良

の
国
立
博
物
館
の
イ
メ
l
I

ジ
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
博
物
錮
は
、
古
美
衛
そ
の
ほ
か
の
文
化
財
の
保
襲
に
霊
点

が
置
か
れ
て
い
て
、
博
物
縮
と
し
て
は
た
い
へ
ん
特
殊
な
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
一
方
で
は
、
ま
っ
た
く
の
啓
蒙
、
社
会
殺
育
に
霊
点
の
お
か
れ
て
い

る
博
物
館
も
少
な
く
な
い
e

図
書
錮
に
も
、
類
似
の
二
系
統
が
あ
る
。
―
つ
は
、
貴
貢
な
古
文
献
の
保
存

を
主
と
す
る
も
の
で
、
も
う
―
つ
は
、
市
民
に
で
き
る
だ
け
豊
富
な
院
書
の
機

会
と
書
物
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
一
般
公
共
図
書
鐙
と
で
あ
る
。
両
者
は
、
始

め
か
ら
性
格
を
異
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
第
三
の
型
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
図
書
餌

で
い
え
ば
、
専
門
図
書
館
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
広
く

一
般
に
公
開
さ
れ
、
公
衆
の
利
用
に
供
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
単
に
読
書
の
普
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◇
咋
年
，
十
月
三
十
一
日
学
術
審
議
会
は
総
会

を
開
き
、
「
学
術
捩
輿
に
関
す
る
当
雨
の
基

本
的
な
施
策
に
つ
い
て
」
（
第
三
次
答
申
）

を
最
終
的
に
ま
と
め
て
、
文
部
大
臣
に
答
申

し
ま
し
た
。
＇

◇
戦
後
、
我
が
國
の
罵
異
的
な
経
済
成
長
の
号月

反
面
、
最
近
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
、
資
瀕
枯

2
 

渇
、
環
境
汚
染
の
問
題
が
大
き
く
ク
ロ
，
＇
‘
，
ズ

ァ
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
中
東
戦
争
に
端

を
発
し
た
石
油
危
機
は
い
ま
や
世
界
的
に
深

刻
な
様
粗
を
呈
し
て
お
り
、
こ
の
問
類
に
対

屈

処
す
る
た
め
に
も
料
学
技
術
の
開
発
が
菫
要
~

な
課
題
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
、
江
崎
玲
於
奈
翠
t
&

博
士
が
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
さ
れ
た
明
る
臨
f

い
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
が
、
将
来
、
人

OO

類
の
福
祉
の
貢
献
を
目
指
す
新
し
い
科
学
技
ヤ
へ

術
を
着
実
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

r

＞
。

◇
本
号
は
答
申
を
ふ
ま
え
て
「
学
術
の
振
巽
」

を
特
集
し
ま
し
た
。
巻
頭
で
は
伏
見
先
生
忙

／
学
術
振
興
の
一
競
点
'
,
"
と
題
し
て
論
じ
て

項
き
ま
し
4

勾
座
談
会
で
は
ク
独
祠
的
研
究

を
育
て
る
ク
と
題
し
て
独
創
性
を
伸
ば
す
教

育
・
研
究
、
学
術
擬
興
へ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
な

ど
に
つ
い
て
諸
先
生
に
話
し
合
っ
て
罠
ぎ
ま

し
た
。
姦
科
学
の
先
端
を
切
り
間
く
研
究
の

動
向
ヽ
と
の
テ
ー
マ
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
研

究
、
地
球
尉
学
、
生
命
科
学
に
つ
い
て
緒
先

告

た

吉

識

先

生

に

直

際

号

を

騎

じ

て

窟

き

ま

し

I

I

i

_

1

’

,

I

l

l

た。

茨
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家
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；
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し
こ
こ
で
、
民
族
学
あ
る
い
は
文
化
人
類
学
を
坦
論
的
に
研
究
し
よ
う

少
な
さ
に
ゾ
ッ
と
す
る
。

例
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
フ
リ
カ

国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
そ
の
民
族
学
の
博
物
誼
で
あ
る
が
、

し
か

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

む
し
ろ
そ
の
数
の

の
で
あ
る
。

、
、
。

し
し

文
化
人
類
学
と
呼
は
れ
て
い
る
学
間
も
、

ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も

詰
民
族
の
文
化
を
比
較
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
だ
い
て

民
族
学
と
は
何
か
。
今
こ
こ
で
、
そ
の
厳
密
な
学
間
的
定
義
に
つ
い

て
醗
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
大
ざ
っ
ば
に
言
え
ば
、
世
界
の

は
、
東
ア
ジ
ア
と
か
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
、

地
域
別
に
な
っ
て
い
る

Q

語、

民
族
学
と
民
族
誌
学

（
学
科
）
別
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

民
族
技
術
、
民
族
芸
術
、

民
族
言

を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
｀

い
わ
ゆ
る
デ
ィ

f

ン
プ
リ
ン

設
立
の
学
術
的
な
意
襲
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。

我
が
国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
完
成
す
礼
ば
、

二
十
一
の
研
究
部
門

え
ら
れ
た
の
で
、
前
回
と
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
、
こ
の
博
物
館
の

が
少
な
く
な
い
。

の
学
術
的
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、

今
回
再
び
槙
会
を
与

ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
各
国
に
お
け
る
こ
の
種
の
博
物
饂

る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
諸
民
族
の
社
会
と
文
化
に
関
す
る
甚
礎
資
料
を

収
集
。
保
管
し
、
展
示
。
公
開
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
。
同
時
に
、

一
方
で
は
、
民
族
学
の
調
査
・
研
究
を
行
う
と
い
う
、
研
究
の
楓
能
を

も
持
っ
て
い
る
。
ま
え
に
「
構
想
」
を
書
い
た
と
き
も
、
主
と
し
て
そ

質
に
つ
い
て
の
、

正
確
で
豊
富
な
知
識
を
、

体
系
的
に
菩
積
す
る
と
い

こ
の
博
物
錮
は
、
名
前
の
し
め
す
と
お
り
、
民
族
学
の
博
物
錦
で
あ

館
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
、

世
界
の
語
民
族
の
文
化

で
あ
る
。

S
；
芯
j

ャいパ
．．
 
了

．．
 

況
'
t
,
；.^
’

j

す
で
に
設
計
が
ぽ
げ
完
成
し
、

月
に
は
二
事
か
は
じ
ま
る
予
定

た
だ
し
、
建
物
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。
公
園
内
の
、
万
国
博
記
念

記
念
公
闊
の
設
置
現
場
に
赴
任
し
て
き
て
、
業
啓
を
開
始
し
て
い
る
。

国
立
民
族
学
博

国
立
民
族
学
博
物
餡
に
つ
い
て
は
、
ま
え
に
こ
の
『
文
部
時
報
』

尺
「
国
立
民
族
学
研
究
博
物
銅
の
構
想
」
と
い
う
題
で
、
解
説
記
事

を
か
い
た
こ
と
が
あ
る
（
昭
和
四
九
年
二
月
号
）
。
そ
の
と
ぎ
は
ま
だ
博
物

縮
は
創
設
さ
れ
て
い
紅
か
っ
た
。
機
構
と
し
て
は
、
国
立
民
族
学
研
究

博
物
館
設
設
準
術
室
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
文
部
省
の
な
か
の
一
室
で
、

少
数
の
事
務
官
が
、
創
設
準
備
の
仕
事
を
す
す
め
て
い
た
に
す
ぎ
な

国
立
民
族
学
博
物
館
の
設

て
、
博
物
館
は
昭
和
四
十
九
年
六
月
七
日
に
正
式
に
設
置
さ
れ
た
。

ご.f 

だ
し
、
芳
干
の
い
ぎ
さ
つ
炉
あ
っ
て
、
準
備
室
時
代
の
名
称
か
ら
「
研

究
」
の
二
字
を
け
ず
っ
て
、
「
国
立
民
朕
学
博
物
誼
」
と
称
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
初
年
度
の
定
員
は
三
十
名
。
全
員
が
大
阪
府
吹
田
市
万
国
博

協
会
の
本
部
の
建
物
の
一
角
を
借
用
し
て
、
仕
事
を
し
て
い
己
。
建
物

と
い
う
の
で
は
な
い
。
理
論
は
も
と
よ
り
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
博
物

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
民
族
学

E
t
h
n
o
l
o
g
y

と
い
う

よ
り
は
、
民
族
誌
学

E
t
h
n
o
g
r
a
p
h
y
と
い
う
名
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う

の
中
に
は
、
こ
の

E
t
h
n
o
g
r
a
p
h
y
の
系
統
の
名
を
名
の
っ
て
い
る
例

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
民
族
学
の
四
部
門
だ
け
で
、
あ
と
の
十
七
部
門

定
員
百
三
十
三
名
、
う
ち
研
究
ス
タ
ッ
フ
は
六
十
八
名
で
あ
る
、
単
一

の
学
問
の
研
究
所
と
し
て
は
、
部
門
数
も
人
数
も
異
例
に
多
い
よ
う
に

一
見
み
え
る
が
、
実
は
、
こ
れ
だ
け
の
人
数
で
全
惜
界
を
相
手
に
し
な

そ
の
後
、
創
殴
の
た
め
の
予
算
も
計
上
さ
汎
、
法
律
も
公
布
さ
れ

館
の
誕
生

梅

綽

忠

夫

- 3 3 -- - 32 -



な
ど
の
情
報
活
動
も
ぎ
わ
め
て
盛
ん
で
あ
る

3

し
か
し
、

お
も
し
ろ
い

だ
け
で
も
数
百
の
民
族
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
っ
た
三
人
で
た
ち
む
か

知
識
の
集
積

一
人
当
た
り
の
学
問
的
負
担
荷
重

は
民
族
別
に
知
識
を
替
積
し
よ
う
と
い
う
タ
イ
プ
の
発
想
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
そ
れ
は
、
研
究
者
自
身
に
も
な
い
し
、
担
間
一
般
に
も
な
い
の

で
あ
る
。
経
済
学
、
社
会
学
、
心
痙
学
の
研
究
と
い
え
ば
だ
れ
で
も
ナ

ッ
ト
ク
す
る
が
、
イ
ン
ド
学
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
学
、
バ
ン
ツ
ー
学
を
や
っ

こ
の
こ
と
が
、
今
日
ま
で
の
日
本
の
学
間
、
と
く
に
人
文
・
社
会
科

る
。
恐
ら
く
は
、
明
治
以
来
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
成
果
を
輸
入
す
る

の
に
急
で
あ
っ
て
、
そ
の
学
間
的
成
果
を
う
み
だ
す
も
と
に
な
っ
た
、

ほ
う
大
な
量
の
知
識
の
集
積
の
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
気
が
つ
か
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
気
が
つ
い
て
い
て
も
冷
そ
の
蓄
積
量

え
も
、
日
本
の
ジ
ナ
学
は
フ
＝
プ
ン
ス
の
そ
れ
に
は
か
な
わ
な
か
っ
た
の

知
職
の
集
精
装
置
と
し
て
の
博
物
館

知
職
の
集
積
の
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
集
積
装
置
が
弘
要

で
あ
る
。
文
書
館
、
図
書
誼
、
博
物
錮
な
ど
が
そ
の
模
能
を
果
た
す
。

現
代
の
日
本
の
文
明
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
北
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ

と
と
も
に
、
地
球
上
の
最
高
の
段
階
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い

を
い
訊
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
細
部
に
つ
い
て

f

北
ア
メ
リ
カ
諸
国
な
ど
と
比
べ
る
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
意
外
な
欠
落

部
分
が
あ
る
の
に
気
が
つ
く

3

さ
き
に
あ
げ
た
、
文
書
館
、
図
書
館
、

博
物
館
な
ど
の
、
情
親
誓
積
装
置
が
そ
の
例
で
あ
る
。
日
本
に
も
、
そ

れ
ら
の
施
設
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
質
的
に
も
、
量
的
に
も
、
と
て

も
比
較
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、

リ
カ
、

正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

Q

ソ
遮
に
次
い
で
多
い
し
、
教
育
は
よ
く
普
及
し
、
出
版
、
放
送

ご
と
に
は
、
全
部
を
通
じ
て
、
蓄
積
装
箇
の
発
近
が
悪
い

3

大
学
、
研

日
本
に
お
い
て
も
、
学
術
研
究
は
活
発
で
あ
る
。
大
学
の
数
は
ア
メ

い
う
の
は
、
全
く
驚
き
で
あ
る
。
日
本
の
学
術
を
し
て
歯
界
第
一
級

の
あ
ま
り
の
も
の
す
ご
さ
に
、
と
て
も
マ
ネ
は
で
き
な
い
と
し
て
、

日

本
で
も
同
様
の
努
力
を
す
る
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
放
棄
し
て
し
ま
っ
た

し
か
し
、
も
と
も
と
学
間
と
は
、
具
体
的
な
知
職
の
集
積
と
そ
の
集

積
さ
れ
た
知
識
の
体
系
化
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
事
実
に
関
す
る

知
職
の
巨
大
な
集
積
を
抜
き
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
理
輪
だ

け
を
学
び
と
る
こ
と
は
、
急
連
に
学
問
を
あ
る
水
準
ま
で
押
し
上
げ
る

に
は
、
確
か
に
有
効
な
や
り
方
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
ょ
せ
ん
そ
れ
は
教

科
書
学
間
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
け
っ
き
ょ
く
は
、
自
ら
経
験
と
情

報
を
基
礎
か
ら
蓄
積
し
て
か
か
ら
ね
ば
、
学
問
は
も
の
に
な
ら
な
い
の

ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
は
、
そ
の
点
確
か
に
偉
か
っ
た
。
こ
の
数
百
年

間
に
、
世
界
の
各
地
域
に
つ
い
て
、
目
も
く
ら
む
よ
う
な
巨
大
な
情
報

の
蓄
租
し
た
知
識
の
量
は
、
全
く
あ
き
れ
る
ば
か
り
の
も
の
が
あ
る
。

日
本
茄
あ
る
稲
度
そ
の
集
積
の
量
を
誇
れ
る
地
域
茄
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
栢
東
文
明
圏
、
中
国
と
そ
の
周
辺
だ
け
で
は
な
い
か

Q

そ
れ
さ

究
所
か
ら
、
放
送
会
社
、
新
間
社
に
い
た
る
ま
で
、
主
て
の
情
報
取
り

算
的
に
も
人
材
的
に
も
樹
め
て
冷
遇
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る

Q

と
い
う
国
民
で
あ
ろ
う
か
。

、
、
、

ま
さ
に
、
な
が
れ
が
あ
っ
て
蓄
積
が
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー

を
求
め
る
な
ら
ば
、
情
報
。
知
職
は
日
本
に
お
い
て
は
フ
ロ
ー
ば
か
り

で
ス
ト
ッ
ク
が
乏
し
い
の
で
あ
る
。
日
本
の
学
術
も
ま
た
、

あ
る

3

緑
り
返
し
い
う
が
、

日
本
経
済

を
た
く
さ
ん
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
博
物
館
と
図
書
銅
で

書
館
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ひ
ど
い
状
態
で
拾
て
て
お
か
れ
て
い
る
と

の
水
準
を
た
も
た
し
め
る
た
め
に
は
、
基
礎
的
条
件
の
整
備
を
急
が
ね

ば
な
る
ま
い
。
す
べ
て
フ
ロ
ー
化
し
ス
ト
ッ
ク
に
な
ら
な
い
の
炉
日
本

の
特
微
だ
な
ど
と
、

の
ん
き
な
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
る
と
き
で
は
な

―
つ
の
文
明
国
に
お
い
て
、
博
物
館
と
図

日
本
学
術
の
振
興
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
情
報
。
知
識
の
集
積
装
置

と
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ョ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
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ほ
ど
ま
で
に
情
報
の
薔
積
に
輿
昧
を
示
さ
な
い
と
は
、

い
っ
た
い
な
ん

こ
れ
筏
ど
の
情
報
の
な
が
れ
の
な
か
に
生
活
し
な
が
ら
、

し
か
も
こ
れ

で
は
な
い
か
。

扱
い
炭
閲
を
適
じ
て
、
図
書
誼
、
資
料
室
、
博
物
館
の
た
ぐ
い
は
、
予

ラ
ー
ム
批
界
に
つ
い
て
、
ア
フ
リ
カ
に
つ
い
て
、

r
-
l
ロ
ッ
パ
人
た
ち

学
系
の
学
間
の
、
大
き
な
欠
陥
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
は
み
て
い

の
響
積
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
つ
い
て

f

イ
ス

て
い
ま
す
と
い
っ
た
の
で
は
、
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。

（
学
科
）
だ
け
で
と
ら
え
る
傾
向
が
検
い
。

地
域
別
、

国
別
、
あ
る
い

日
本
で
は
従
来
、
学
問
と
い
う
も
の
を
、
と
か
く
デ
ィ
ジ
プ
リ
ン

は
、
お
そ
る
べ
き
担
度
に
達
す
る
と
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

Q
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工
学
部
で
は
、
そ
の
学
痙
に
某
づ
く
応
用
研
究
が
行
わ
れ
る

Q

さ
ら

し
か
し
、
も
う
一
歩
を
す
す
め
て
、
あ
る
い
は
、
一
っ
―
つ
の
「
匡
」

部
で
は
、
飩
粋
に
学
問
的
な
興
味
か
ら
、
基
礎
的
研
究
が
行
わ
れ
る
。

際
的
な
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
ょ
う
に
な
っ
て
い
る
。

科
学
技
術
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
大
学
の
理
学

域
学
会
の
成
立
と
活
動
は
、
も
は
や
世
界
的
な
領
向
で
あ
り
、
ま
た
国

に
対
し
て
は
、
間
接
的
な
関
係
し
か
持
て
な
い
の
で
あ
る
。

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
フ
リ
カ
学
会
や
ア
メ
リ
カ
学
会
の
よ
う
な
地

国
民
文
化
研
究

国
立
民
朕
学
博
物
館
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
、
日
本
の
政
治
、

続
済
、
外
交
に
対
し
て
有
益
な
情
報
を
提
供
で
ぎ
る
よ
う
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
捻
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

国
立
民
族
学
博
物
餌
は
そ
れ
ら
の
応
用
的
な
課
類
の
解
決
の
た
め
に
設

立
さ
れ
た
も
の
で
は
危
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
立
民
族
学
博
物

縮
は
r

世
界
諸
民
族
の
社
会
と
文
化
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
を
行
う
機

関
で
あ
る
。
政
治
。
経
済
。
外
交
な
ど
の
冷
応
用
的
。
実
際
的
な
問
題

具
体
的
に
は
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
形
態
の
も
の
に
な
る
の
か
、

い
ま

は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
例
え
ば
「
東
南
ア
ジ
ア
研
究
」
と
い
う
よ

う
な
、

い
わ
ゆ
る
「
地
域
研
究
」
が
、
世
界
各
地
を
お
お
う
よ
う
に
な

の
餌
織
づ
く
り
が
、
考
え
ら
九
江
け
れ
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

Q

階
で
あ
る

Q

そ
れ
に
読
い
て
、

い
わ
ば
工
学
部
的
段
陛
に
当
た
る
研
究

よ
り
、
解
釈
の
誤
り
を
ま
ね
く
だ
ろ
う
。

化
に
閲
す
る
基
礎
資
料
を
取
り
扱
う
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、

理
学
部
的
段

な
ど
の
す
べ
て
い
と
な
み
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
ご
ろ
か

ら
、
世
界
の
各
地
に
目
を
ひ
ら
い
て
お
か
な
い
と
、
た
ち
ま
ち
情
報
の

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
c

国
立
民
族
学
博
物
饂
は
諸
民
族
の
社
会
と
文

積
を
は
か
る
た
め
に
、

い
ま
や
、

早
逮
に
次
の
手
を
う
た
な
け
れ
ば
な

を
お
こ
た
ら
ぬ
こ
と

Q

そ
れ
は
、
現
代
に
お
け
る
政
治
、
経
済
、
外
交

そ
う
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、

悦
界
の
諸
地
域
に
関
す
る
知
識
の
集

池
球
上
の
す
ぺ
て
の
地
域
に
つ
い
て
の
知
織
を
集
積
し
、
そ
の
研
究

応
用
ま
で
の
間
に
は
、

何
段
階
も
の
研
究
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

で
は
隣
国
と
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

研
究
が
必
要
で
あ
る
e

こ
の
よ
う
に
し
て
、
基
礎
的
研
究
か
ら
実
際
の

半
球
の
は
る
か
に
と
お
い
国
々
も

f

関
係
の
深
さ
に
お
い
て
は
、

今
日

に
、
そ
の
技
術
を
実
用
化
す
る
た
め
に
は
、
各
企
業
の
中
央
研
究
所
の

•
,
i

へ
7
.
‘
i
5さ
ヽ

9
も
応
●

va11'f●

A
T
"
d
9
ふ
ー
，
心
さ
ー
、
ー
＾
ふ
塁
芯
さ
ぷ
吟
＞
祝
d
衿
も
、

'
店
笠
心
打
，
忍

｛まど、

,t 

い
ま
き
で
の
日
本
で
は
、
情
報
。
知
識
の
集
積
装
置
は
な
お
ざ

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
南
半
球
の
、
あ
る
い
は
西

次
々
に
、

こ
の
雷
の
麟
閲
炉
つ
く
ら
九
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

要
す
る
に
、

地
球
上
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
つ
い
て
、

関
心
を

本
の
人
文
・
社
会
科
学
が
大
繁
栄
す
る
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
ぷ
p

だ
ろ
う
。
し
か
し
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

こ
れ
―
つ
で
た
ち
ま
ち
日

そ
の
よ
う
な
「
大
国
」

の
一
っ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
認

哀
社
会
料
学
系
の
諸
学
問
の
基
礎
条
件
づ
く
り
に

F

い
に
役
立
だ
っ

る
。
そ
し
て
、

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

日
本
も
ま
た
、

国
立
民
族
学
博
物
錦
は
、

日
本
の
学
術
の
振
興
の
た
め
の
、

味
は
な
い
と
い
う
ナ
ル
ジ
シ
ズ
ム
は
、

大
国
に
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

探
い
関
心
を
払
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

自
分
の
こ
と
以
外
に
興

な
の
で
あ
る

{
3

そ
れ
は
、
教
育
と
と
も
に
、
学
術
研
究
を
も
そ
の
任
整

そ
う
い
う
国
樗
地
球
上
の
、
自
国
以
外
の
国
に
つ
い
て
、

い
つ
で
も

歳
関
と
し
て
性
格
づ
け
ら
汎
て
い
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
た
ほ
か
の
地
域
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

に
は
国
立
学
狡
設
置
法
の
中
に
位
置
つ
け
ら
れ
、
国
立
大
学
共
同
利
用

は
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
の
で
ぎ
ご
と
か
ら
影
響
を
う
け
、
ま

よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
博
物
館
が
、
法
律
的

多
数
の
人
口
を
掏
え
、

巨
大
な
緑
済
力
を
持
っ
た
い
わ
ゆ
る
大
国

我
が
国
立
民
族
学
博
物
館
は
、

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
要
請
に
こ
た
え

っ
た
事
件
の
影
響
炉
、

た
ち
ま
ち
に
し
て
全
地
球
に
波
及
す
る
。

の
点
忍
も
っ
と
も
た
い
せ
つ
で
あ
る
。

は
、
何
ご
と
も
片
づ
か
な
く
な
っ
て
き
た
。
地
球
上
の
ど
こ
か
で
包
こ

報
集
差
檬
能
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
学
術
に
と
っ
て

そ

る
。
国
と
国
と
の
間
の
、
パ
イ
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
「
国
際
関
係
」
で

そ
れ
も
間
違
い
で
は
な
い
が
f

'

も
う
―
つ
の
重
要
な
機
能
と
し
て

f

情

い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
社
会
教
育
横
関
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
e

樽
物
館
は
、

い
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
普
通
、
古
物
収
蔵
庫
で
あ
り
、

あ
る
い
は
せ

批
界
は
す
で
に
「
地
球
時
代
」
に
入
っ
た
、

地

球

時

代

り
に
さ
九
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら

Q

と
わ
た
し
は
考
え
て
い
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ぶ序名

（
国
立
民
族
学
博
物
鮨
長
）

術
，
文
化
の
国
際
交
流
と
い
う
こ
と
も
、

ほ
ん
と
う
は
そ
の
よ
う
な
各

解
快
に
つ
な
が
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
学

の
地
域
で
、
民
族
を
超
え
て
、
国
民
形
成
、
あ
る
い
は
国
民
文
化
形
成

が
進
行
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
国
あ
る
い
は
国
民
を

単
位
と
し
た
知
識
の
集
積
が
、

い
っ
そ
う
具
体
的
、
実
際
的
な
課
題
の

国
別
の
「
国
民
文
化
」
研
究
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の

で
は
衣
い
だ
ろ
う
か
。

る
の
は

f

「国」

で
あ
り
}
'
「
国
民
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、

桐
め
て
多
く

で
は
あ
る
け
れ
ど
、

現
在
地
球
上
の
各
地
に
捻
い
て
裏
実
に
動
い
て
い

民
族
は
、
今
日
の
地
球
上
に
お
け
る
人
頸
の
あ
り
方
の
、
葺
霞
的
形
態

を
単
位
と
し
た
研
究
炉
肱
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
も
し
汎
な
い

3
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っ
て
い
た
だ
ぎ
ま
し
た
。
ま
た
梅
綽
先
生
に

国
立
民
族
学
陰
物
館
の
誕
生
を
、
松
田
先
生

に
学
術
の
国
際
交
流
に
つ
い
て
、
藤
原
先
生

に
は
賭
外
国
の
学
術
惰
華
流
通
体
制
を
述
べ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

謹賀
昨年中は格別のお引き立てをい
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t
て
い
る
し
、

ォ

さ
ら
に
そ
の
あ
と
の
長
期
計
両
も
構
想
さ
れ
て
い
る

さ
れ
た
の
は
、

昭
和
四
十
九
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
以
来
、
ず

し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
ま
だ
第
二
期
、
第
三
期
の
工
事
が
予
定
さ

じ
つ
は
、

こ
の
国
立
民
族
学
博
物
餌
と
い
う
機
関
そ
の
も
の
が
創
設

め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、

よ
う
や
く
そ
の
建
築
の
第
一
期
工
事
を
完
了
開
と
い
う
は
こ
び
に
な
っ
た
。

国
立
民
族
学
博
物
館
が
開
館
し
た
。
数
年
ま
え
か
ら
建
設
工
事
が
す
す

こ
の
ほ
ど
、

大
阪
府
吹
田
市
千
里
の
万
国
博
記
念
公
園
の
な
か
に
、

は

じ

め

に

ち
お
う
の
体
裁
を
と
と
の
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
、
未
完
成
で
は
あ
る

が
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
段
階
で
「
開
銅
」
に
ふ
み
き
っ
た
の
で
あ
る
。
昭

和
五
十
二
年
十
一
月
十
五
日
に
式
典
を
あ
け
、
同
十
七
日
か
ら
一
般
公

が
、
と
に
か
く
第
一
期
工
事
分
に
つ
い
て
は
内
部
の
設
備
や
展
示
も
い

梅

枠

忠

夫

国
立
民
族
学
博
物
館
の
社
会
的
意
義

国
立
民
族
学
愕
冗
館
の
開
館
に
あ
た
っ
ご

.
t
9
,
9
を
も
て

- 9 -



国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
晟
胆
を
は
た
す
た
め

の
施
設
と
し
て
、
数
年
前
か
ら
建
築
の
工
事
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。

学
術
研
究
の
ぽ
う
は
、
あ
た
ら
し
い
建
物
の
研
究
室
の
部
分
が
で
ぎ
あ

が
る
と
と
も
に
、
さ
っ
そ
ぐ
に
そ
ち
ら
へ
う
つ
っ
て
、
開
館
の
数
力
月

ま
え
か
ら
そ
こ
で
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
一
般
公
衆
の
教
育
活
動
の
推
進
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
民

族
資
料
の
収
集
、
保
管
お
よ
び
公
開
の
た
め
に
は
、
特
別
の
展
示
施
設

「
開
館
」
の
意
味

的
に
二
つ
の
面
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

っ
と
活
発
な
活
動
を
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
ん
ど
の
開
餌
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
博
物
館
が
う
ご
ぎ
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
創
設
後
数
年
、
し
か
も
末
完
成
の
ま
ま
で
の
「
開
釦
」
と
は
い
っ

た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
こ
の
「
開
館
」
と
は
ど
う
い
う
意

味
な
の
か
。
そ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
こ
の
博
物
舘
の
社

会
的
意
義
を
の
べ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
博
物
館
の

制
度
的
な
性
格
に
つ
い
て
、
か
ん
た
ん
に
説
明
を
こ
こ
ろ
み
た
い
。

国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
の
一
っ
と
し
て

創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
と
い
う
の

は
、
そ
の
名
の
し
め
す
と
お
り
、
国
立
大
学
が
共
同
で
利
用
す
る
た
め

の
学
術
研
究
概
閲
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
従
来
は
各
大
学
に
附
置

さ
れ
て
い
た
共
同
利
用
研
究
所
が
、
特
定
大
学
か
ら
は
な
れ
て
独
立
に

設
置
さ
れ
た
も
の
と
お
も
え
ば
よ
い
。
し
か
し
、
制
度
的
に
は
国
立
大

学
の
連
合
体
の
ワ
ク
内
で
設
置
。
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

で
は
、
大
学
附
置
の
研
究
所
と
か
わ
り
が
な
い
。
国
立
民
族
学
博
物
誼

が
博
物
館
の
名
を
称
し
な
が
ら
も
、
そ
の
研
究
部
に
は
、
教
授
・
助
教

授
。
助
手
な
ど
、
多
数
の
か
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
せ
い
で

公
開
等
一
般
公
衆
に
対
す
る
教
育
活
動
の
推
進
」
と
い
う
の
が
つ
け
く

料
を
収
集
し
、
保
管
し
、
及
び
公
衆
の
銅
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
民

族
学
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、

め
、
国
立
民
族
学
博
物
餌
を
置
く
。
」

か
つ
、
国
立
大
学
の
教
員
そ
の
他

の
者
で
民
族
学
に
閲
す
る
研
究
に
従
事
す
る
も
の
に
利
用
さ
せ
る
た

つ
ま
り
、
民
族
資
料
の
収
集
。

保
管
。
公
開
と
民
族
学
研
究
と
の
二
つ
の
目
的
を
も
っ
て
、
こ
の
博
物

こ
の
よ
う
な
性
格
の
学
術
研
究
機
関
と
し
て
の
国
立
民
族
学
博
物
餌

の
活
動
は
、
す
で
に
三
年
半
ま
え
、
制
度
と
し
て
の
国
立
民
族
学
博
物

ま
で
は
、
お
な
じ
公
園
の
な
か
の
、
万
国
博
記
念
協
会
本
部
の
建
物
の

一
部
に
間
が
り
し
な
が
ら
で
は
あ
っ
た
が
、
研
究
活
動
は
羞
実
に
す
す

め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ず
で
に
そ
の
一
部
は
、

『
国
立
民
族
学
博

こ
の
よ
う
に
、
国
立
民
族
学
博
物
館
は
国
立
大
学
共
同
利
用
概
関
の

―
つ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
侶
の
様
関
と

P

す
こ
し
だ
け
ち
が
っ
た
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
国
立
民
族
学
博
物

は
、
法
律
的
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
法
文
に
よ
れ
ば

l

般
の
国
立
大

学
共
同
利
用
板
関
と
い
う
の
は
、
「
国
立
大
学
に
お
け
る
学
術
研
究
の

発
展
に
資
す
る
た
め
の
国
立
大
学
の
共
同
利
用
の
横
関
」
と
し
て
設
置

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
立
民
族
学
博
物
餌
は
、
「
国
立
大
学
に

お
け
る
学
術
研
究
の
発
展
及
び
資
料
の
公
開
等
一
般
公
衆
に
対
す
る
教

育
活
動
の
推
進
に
資
す
る
た
め
の
国
立
大
学
の
共
同
利
用
の
横
関
」
と

し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
半
は
捻
な
じ
だ
が
、
「
資
料
の

と
、
そ
訊
に
と
も
な
う
話
設
備
が
泌
要
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
研
究
室
の

完
成
か
ら
数
力
月
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
れ
が
い
ち
お
う
で
き
あ

が
っ
た
段
階
で
、
そ
の
部
分
を
一
般
市
民
に
公
開
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
九
が
「
開
館
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

っ
て
一
般
市
民
に
公
開
さ
九
た
の
は
、
展
示
施
設
の
部
分
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
の
他
の
部
分
は
従
来
ど
沿
り
機
能
は
し
て
い
る
が
公
開
さ
れ
て

は
し・ヽ

な
し‘

゜
つ
ま
り
、
国
立
民
族
学
樽
物
館
と
し
て
は
、

よ
っ
て
、
法
律
に
さ
だ
め
ら
れ
た
二
つ
の
機
能
、
す
な
わ
ち
学
術
研
究

わ
た
し
は
ま
え
に
、
こ
の
『
文
部
時
報
』
の
誌
面
を
か
り
て
、

立
民
族
学
博
物
誼
の
構
想
」
と
い
う
一
文
を
か
い
た
こ
と
が
あ
る
（
『
文

部
時
報
』
―
―
六
一
号
、
一
九
七
四
年
二
月
号
）
。
そ
の
と
き
は
「
—|I
主
と

し
て
そ
の
学
術
的
意
義
に
つ
い
て
」
と
い
う
副
閣
が
し
め
す
よ
う

に
、
こ
の
博
物
誼
の
も
つ
二
つ
の
機
能
の
う
ち
の
第
一
の
も
の
、
す
な

わ
ち
学
術
研
究
と
い
う
面
に
話
題
を
し
ぼ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
文
中
で
、
「
社
会
教
育
上
あ
る
い
は
学
狡
教
育
上
の
意
羨
」
に
つ

い
て
は
べ
つ
の
機
会
に
の
べ
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
今
回
は
そ
れ
を
う

る。

「国

と
公
衆
教
育
と
が
、
両
方
と
も
で
そ
ろ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

館
は
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
国
立
民
族
学
博
物
館
の
機
能
は
、
本
質

「
開
館
」
に

し
た
が
っ
て
、
こ
の
あ
た
ら
し
い
建
物
の
な
か
で

「
開
館
」
に
よ

法
文
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

わ
わ
っ
て
い
る
点
が
ち
が
っ
て
い
る
。

「
世
界
諸
民
族
に
関
す
る
資

の
接
点
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ

の

こ

と

二
つ
の
機
能

物
館
研
究
報
告
』

（
年
四
冊
刊
行
）
な
ど
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

餌
の
創
設
と
同
時
に
は
じ
ま
っ
た
。

あ
た
ら
し
い
建
物
が
で
ぎ
あ
が
る

あ
る
。

- 11 -
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の
学
生
を
か
か
え
た
閉
鎖
的
な
組
織
で
あ
る
。
こ
の
国
立
民
族
学
博
物

ふ
つ
う
の
大
学
は
、
特
定

国

際

理

解

る
意
味
で
大
学
の
一
糧
で
あ
る
。
た
だ
し
、

学
の
連
合
体
の
ワ
ク
の
中
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ

学
術
資
料
な
の
で
あ
る
。
国
立
民
族
学
博
物
縮
は
学
術
資
料
を
展
示
公

開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
衆
教
育
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
き
に
、
こ
の
博
物
誼
の
二
つ
の
檄
能
に
つ
い
て
の
べ
た
が
、

学
術
研
究
と
公
衆
教
育
の
二
つ
の
面
は
、
こ
の
展
示
に
お
い
て
緊
密
に

市
民
の
大
学

こ
の
国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
国
立
大

館
は
、
そ
の
学
術
研
究
の
組
織
に
お
い
て
も
全
国
の
研
究
者
に
対
し
て

ひ
ら
か
れ
て
い
る
う
え
に
、
そ
の
公
衆
教
育
と
い
う
機
能
で
は
、
完
全

に
一
般
市
民
に
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。
特
定
の
学
生
が
い
な
い
か
わ
り

に
、
一
般
市
民
が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
学
の
一
糠
と
い
う
な
ら

ば
、
そ
れ
は
「
ひ
ら
か
れ
た
市
民
の
大
学
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
品
物
は
何
か
と
い
え
ば
、

こ
れ
は
す
べ
て

に
お
け
る
展
示
物
は
、

原
則
と
し
て
文
化
財
で
は
な
い
、

と
い
う
点
で

へ
ん
ち
が
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。

ァ

c
t
ま‘

i
?
；"' 

こ
の
国
立
民
族
学
博
物
館

示
で
あ
る
。
展
示
場
に
お
け
る
地
域
展
示
は
、

オ
セ
ア
＝
ア
、

ア
メ
リ

展
示
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
に
お
け
る
映
像
音
響
展

か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。

―
つ
は
、

い
わ
ゆ
る
展
示
場
に
お
け
る
地
域

」
の
博
物
館
に
お
け
る
展
示
施
設
は
、

お
お
わ
け
し
て
二
つ
の
部
分

誼
者
の
数
が
十
万
人
を
こ
え
た
の
で
あ
る
。

う
盛
況
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

翌
五
十
三
年
一
月
二
十
九
日
に
は
入

二
年
末
ま
で
に
、

す
で
に
七
万
人
を
こ
え
る
入
餌
者
を
む
か
え
る
と
い

展
示
装
置
で
あ
る
。

号
を
指
示
す
る
と
、

多
数
用
意
さ
れ
た
ビ
デ
オ
の
番
組
の
な
か
か
ら

P

観
客
は
自
由
に
こ
の
み
の
も
の
を
え
ら
び
、
プ
ッ
シ
ュ
・
ボ
タ
ン
で
番

そ
の
映
像
が
小
部
屋
に
用
意
さ
九
た
ブ
ラ
ウ
ン
管

に
自
動
的
に
う
つ
し
だ
さ
れ
る
。
観
覧
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、

諸
民
族
の
文
化
と
生
活
の
実
況
を
し
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
国
立
民
族
学
博
物
誼
は

P

世
界
の

国
立
の
博
物
館
で
は
あ
る
が
、
東
京

国
立
博
物
餌
な
ど
の
文
化
財
保
護
を
目
的
と
す
る
博
物
饂
と
は
、

た
し‘

こ
の
性
格
は
、
こ
の
博
物
餌
の
設
立
の
構
想
の
ご
く
初
期
の
こ
ろ
か

ら
、
関
係
者
の
あ
い
だ
で
か
た
り
つ
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
学
術

研
究
の
基
礎
の
上
に
た
つ
博
物
館
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
楊
合
、
学
術
資
料
の
展
示
。
公
開
は
、
こ
の
博
物
餌
に
お
け

る
「
ひ
ら
か
れ
た
市
民
の
大
学
」
と
し
て
の
様
能
の
な
か
で
重
要
な
部

分
を
し
め
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
公
衆
教
育
活
動
は
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
期
待
さ
れ
、
ま
た
じ
っ

さ
い
に
企
画
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
定
期
的
な
市
民
譜

座
の
開
催
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
博
物
錮
の
設
置
を
き
め
た
法

文
の
な
か
に
は
明
示
し
て
な
い
が
、
こ
の
博
物
館
が
市
民
大
学
と
し
て

模
能
し
よ
う
と
す
九
ば
、
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業

で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
す
で
に
博
物
誼
の
建
物
の
な
か
に
は
、
大
小

い
く
つ
も
の
セ
ミ
ナ
ー
室
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
や
や
大
規

模
な
譜
演
会
の
開
催
、
映
画
の
上
映
、
民
族
芸
能
の
公
演
な
ど
の
た
め

に
、
講
堂
の
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
博
物
餌
が
、
「
ひ
ら
か
れ
た
市
民
の
大
学
」
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
大
学
は
市
民
に
ど
の
よ
う
な
種
類
の
知
識
。
教
養
を
あ
た
え

市
民
の
関
心
を
よ
ん
で
、

開
館
後
わ
ず
か
一
ヵ
月
あ
ま
り
の
昭
和
五
十

わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ビ
デ
オ
デ
ー
ク
は
、

映
像
と
音
響
に
よ
る

こ
の
博
物
餌
の
展
示
施
設
は
そ
の
公
開
以
来
、
予
想
以
上
に
一
般

展
示
場
で
は
主
と
し
て
標
本
資
料
と
。
ハ
ネ
凡
な
ど
で
展
示
が
お
こ
な

れ
る
。

て
い
る
。

ろ
で
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

主
と
し
て
展
示
施
設
に
よ
っ
て
遂
行
さ

り
あ
え
ず
第
二
期
工
事
分
と
し
て
、

一
ブ
ロ
ッ
ク
の
増
設
が
計
画
さ
れ

こ
の
博
物
餌
に
お
け
る
公
衆
教
育
の
機
能
は
、

さ
き
に
の
ぺ
た
と
こ

に
は
、
さ
ら
に
四
プ
ロ
ッ
ク
の
増
設
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
と

展

示

施

設

棟
は
四
ブ
ロ
ッ
ク
あ
る
が
、

世
界
諸
地
域
を
ひ
と
と
お
り
カ
バ
ー
す
る

る
。
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
な
ど
の
南
ア
ジ
ア
も
な
い
。

現
在

p

展
示

れ
な
い
。

や
朝
鮮
の
畏
示
は
ま
だ
な
い
。

じ
ア
ジ
ア
、

ー

中
央
ア
ジ
ア
も
ま
だ
で
あ

後
の
研
究
課
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
、

今
回
は
そ
れ
に
は
ふ

ジ
ア
地
域
で
実
際
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
は
日
本
文
化
だ
け
で
、

中
国

物
舘
と
の
つ
な
が
り
方
に
つ
い
て
は
、

は
な
は
だ
問
題
が
お
お
く
、
今

わ
り
で
池
球
を
一
周
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
現
状
で
は
東
マ

心
と
す
る
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
の
べ
る
。
学
校
教
育
と
こ
の
種
の
博

ジ
ア
、

東
ア
ジ
ア
の
九
つ
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

一
巡
す
る
と
、
東
ま

ナ
て
、
，
 

こ
の
博
物
組
の
も
つ
第
二
の
横
詣
、

す
な
わ
ち
公
衆
教
育
を
中

力
ヽ

S

、、

ョ
ー
ロ
ッ
＇
ノ

ア
フ
リ
カ
、

酉
ア
ジ
ア
、
音
楽
、
言
語
、
東
南
ア

- 13 - - 12 -



と
、
日
常
生
活
の
燕
感
動
な
く
り
か
え
し
に
な
ず
ん
で
、

し
て
せ
ま
い
自
己
完
結
的
世
界
に
坦
没
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
異

質
文
化
と
の
不
可
避
的
な
対
決
は
、
ち
い
さ
な
人
格
の
閉
鎖
的
な
完
成

を
つ
き
く
ず
し
、

学
博
物
館
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
異
質
文
化
の
刺
激

を
、
不
断
に
、
体
系
的
に
、
市
民
に
あ
た
え
つ
づ
け
る
た
め
の
社
会
的

く
り
か
え
し
異
質
な
文
化
に
お
け
る
人
間
の
い
と
な
み
を
発
見
し
、
知

識
だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
感
性
の
拡
大
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

装
置
な
の
で
あ
る
。
市
民
は
、
そ
こ
を
お
と
ず
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
ち
ま
ち
に

人
間
的
教
養
の
飛
躍
的
な
拡
大
を
う
な
が
す
。
民
族

ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
民
族
学
博
物
館
は
、
す
で
に
半
批
紀
も
ま
え
か

ら
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
が
お
お
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て

い
る
罪
ョ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
人
間
の
つ
く
り
だ
し
た
品
物
の
か
ず
か
ず

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
の
感
性
に
捻
お
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
あ
た

え
、
現
代
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
に
深
刻
な
影
響
を
あ
た
え
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
国
立
民
族
学
博
物
館
の
展
示
を
、
理

性
的
と
い
う
よ
り
も
感
性
的
に
う
け
と
め
、
そ
れ
を
芸
術
の
分
野
に
お

わ
れ
わ
れ
の
感
覚
や
論
理
は
、

つ
ね
に
外
部
か
ら
の
刺
激
が
な
い

変
換
さ
れ
る
。
民
族
学
博
物
錦
は
、
そ
の
よ
う
な
変
換
を
促
進
す
る
た

こ、`
 

よ
ら
ノ

ェ
ス
ニ
ッ
ク
（
民
族
的
）
な
も
の
は
、
あ
る
稲
の
感
性
的
処

- 15 -

わ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
人
間
性
へ
の
目
ざ
め
と
で
も
い
う
べ
き

穂
類
の
も
の
で
あ
る
。

ヽ
＞
、

こ
と
カ

国
際
坦
解
に
つ
い
て
は
、

第
一
の
、

の
、
調
査
会
議
の
時
代
に
作
製
さ
れ
た
「
基
本
構
想
」

示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

て
た
だ
し
い
認
織
を
あ
た
え
、

す
で
に
こ
の
博
物
誼
の
創
設
前

の

な

か

只

明

懺
界
の
話
民
族
の
社
会
と
文
化
に
つ
い

国
際
間
の
相
互
理
解
の
増
進
を
は
か
る

時
代
の
要
請
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

事
実
、

日

本
国
政
府
は
日
本
国
家
の
捻
か
れ
て
い
る
現
在
の
国
際
的
状
況
の
な
か

つ
の
も
の
は
、
人
間
性
の
開
発
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
き
の
国
際
理
解
の
問
題
と
、
究
栢
の
と
こ
ろ
は
一
致
す
る
の
で
あ
る

が
、
国
際
理
解
の
問
題
が
い
わ
ば
遠
心
的
な
知
識
の
問
題
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
人
間
性
の
そ
汎
は
、
む
し
ろ
求
心
的
な
内
面
の
教
養
に
か
か

い
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
う
ご
き
が
目
だ
っ
°

す
で
に
家
具
や
服
飾
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
証
明
さ
仇
て
い
る

碑
を
へ
た
と
ぎ
に
、

し
ば
し
ば
ュ
ニ
バ
ー
サ
ル
（
普
遍
的
）
な
も
の
に

め
の
装
置
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
国
立
民
族
学
博
物
館
が
今
後
の
日
本

に
お
い
て
は
た
す
社
会
的
様
能
の
一
つ
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ

る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
個
々
の
民
族
文
化
の
個

別
性
。
特
殊
性
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
人

類
文
化
の
普
遍
性
の
認
識
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
民
族
学
の
、
本
来
の

役
わ
り
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
国
立
民
族
学
博
物
館
長
） i‘ ， 

こ
の
博
物
舘
の
も
た
ら
す
社
会
的
効
果
と
し
て
予
想
さ
れ
る
も
う

感
性
の
目
ざ
め

で
あ
る
。

く
と
も
二
つ
の
種
類
の
も
の
が
あ
る
。

っ
ì
a

-
'
i
 
国
際
碑
解
に
関
す
る

じ
る
し
く
ふ
か
め
て
ゆ
く
あ
り
さ
ま
が
あ
き
ら
か
に
観
察
さ
れ
る
の

い
だ
で
予
想
さ
れ
、
あ
る
い
は
期
待
さ
れ
て
い
た
効
果
に
は
、
す
く
な

多
様
性
を
実
感
を
も
っ
て
し
り
、
異
民
族
・
異
文
化
へ
の
瑳
解
を
い
ち

で
は
な
い
が
、
こ
の
博
物
館
の
設
立
計
面
の
当
初
よ
り
、

関
係
者
の
あ

く
さ
ん
の
市
民
た
ち
か
、
こ
の
博
物
舘
の
展
示
を
通
し
て
人
類
文
化
の

的
。
学
術
研
究
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

応
用
的
。
社
会
政
策
的
な
も
の

る
。
こ
の
博
物
銅
に
お
け
る
観
覧
者
た
ち
の
反
応
を
み
て
い
る
と
、
た

推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
基
礎

さ
い
わ
い
に
し
て
、
そ
の
意
図
は
成
功
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え

り
、
そ
の
研
究
資
料
を
展
示
・
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
衆
教
育
を
事
実
で
あ
る
。

こ
の
樽
物
館
は
も
と
も
と
、

民
族
学
の
研
究
の
た
め
の
博
物
銅
で
あ

窓
」
を
つ
く
る
の
だ
、

と
い
う
意
織
で
仕
事
を
す
す
め
て
き
た
こ
と
も

こ
の
博
物
館
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
か
た
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ

ムつ

ち
も
、
こ
の
博
物
館
を
し
て

r

市
民
の
ま
え
に
ひ
ら
か
れ
た
「
世
界
の

の
で
あ
ろ
う
。

こ、7
 

まし

こ
の
博
物
館
創
設
の
実
務
に
関
係
し
た
人
た

ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
の
疑
間
に
こ
た
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
、

て
、
こ
の
博
物
館
の
設
立
の
意
義
を
み
と
め
、

そ
の
実
現
を
は
か
っ
た

よ
う
と
す
る
も
の
で

市
民
は
、

こ
の
大
学
か
ら
何
を
ま
な

で
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
要
請
が
つ
よ
く
存
在
す
る
こ
と
を
感
じ
と
っ

- 14 -



滋
賀
県
浅
井
町
浅
井

八
現
地
ル
ポ
＞

た
く
ま
し
い
子
ど
も
の
育
成
を

次

〔
特
集
。
児
童
生
徒
の
健
康
増
進
〕

子
ど
も
の
健
康
と
体
力

〔

座

談

会

]

た
く
ま
し
い
子
ど
も
を
育
て
る
に
は

（
出
席
者
）
石
井
善
一
・
小
野
清
子
。
高
石

平

井

信

義

。

柳

川

覚

治

八
司
会
＞
船
川
幡
夫

健
康
増
進
と
保
健
教
育

児
童
生
徒
の
精
神
の
発
達
と
健
康

子
ど
も
の
事
放
と
安
全
の
管
呵
で
指
導

め
ざ
し
て

瑠作樅

所 有

（営業所）

児
童
生
徒
の
事
故
災
害
（
学
校
一

八
資
料
＞

児
童
生
徒
の
建
康
状
況
（
疾
病

八
解
説
＞

学
狡
事
故
の
救
済
制
度
の
改
善
に
つ
い
て

号

目

次

体
育
局
学
校
保
健
諜

。
発
育
0

体
力
）

体
育
局
学
校
保
健
課

娼
故
。
交
遁
事
故
）

体
育
局
学
狡
保
健
諒

四
小
学
校
ー
ー

横
関

1
|
|ー

|

1

|

1

1

-

て
お
り
ま
す
。

◇
先
月
号
で
お
断
り
し
ま
し
た
と
お
り
、
今

年
の
表
紙
図
案
の
当
逮
発
表
を
本
号
の
八
七

頁
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
来
年
も
ま
た
ふ

る
っ
て
御
応
募
<
‘
だ
さ
い
。

玉
井

南 黒
田

昌
弘

昭
三

芳
夫

収
介哲

ぶ又

R
ド

東

g
良

◇
一
年
を
通
じ
て
最
も
寒
い
季
節
に
な
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
今
年
は
、
ソ
遮
風
邪
だ
と

か
、
香
港
型
ビ
ー
ル
ス
だ
と
か
、
イ
ン
フ
ル

ェ
ン
ザ
の
国
際
的
な
流
号
の
年
の
よ
う
で
す

が
、
読
者
の
皆
様
に
は
お
変
わ
り
な
く
お
過

し
で
し
ょ
う
か
。

◇
今
月
号
は
、
昨
秋
、
万
国
博
の
跡
地
に
民

族
学
博
物
餌
が
オ
ー
プ
ン
い
た
し
ま
し
た
の

で
，
そ
の
紹
介
を
か
ね
て
、
「
民
族
文
化
と

国
際
狸
解
」
を
特
集
し
ま
し
た
。

巻
頭
に
は
、
増
田
先
生
に
広
い
視
野
か
ら

「
民
族
文
化
と
国
際
理
解
に
つ
い
て
」
論
じ

て
い
た
だ
き
、
民
族
学
博
物
館
の
梅
柿
館
長

に
は
座
談
会
に
ご
登
場
を
願
っ
た
ほ
か
、

「
国
立
民
族
学
博
物
組
の
社
会
的
意
義
」
を

明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
戻
民
博
の
賭
先
生
方
か
ら
、
様
々
な

負
度
か
ら
民
博
の
特
色
や
見
方
を
解
説
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
民
博
の
も
つ
固
胡
的
な

こ
．
）

，ァ‘ー
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