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は
じ
め
に

　

こ
ん
に
ち
は
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
で
考
古
学
担
当
の
学
芸
員
を
し
て
い
る
千
葉
毅
と
申
し
ま
す
。
今
年
度
、
大
倉
精
神
文
化
研

究
所
で
は
「
教
育
」
を
多
角
的
に
考
え
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
座
が
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
日
は
そ
の
一
つ
と
し
て
博
物
館
に

お
け
る
教
育
、
博
物
館
活
動
と
教
育
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
テ
ー
マ
で
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
と
て
も
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、
私

に
は
到
底
そ
の
全
貌
を
お
話
し
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
日
は
私
が
博
物
館
の
学
芸
員
と
し
て
普
段
考
え
た
り
悩
ん
だ
り
し
て
い
る

よ
う
な
こ
と
を
お
話
し
し
な
が
ら
、
博
物
館
に
お
け
る
教
育
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一　

博
物
館
に
お
け
る
教
育
の
法
的
根
拠

　

ま
ず
、
私
が
勤
務
す
る
よ
う
な
公
立
博
物
館
が
ど
の
よ
う
な
目
的
や
根
拠
で
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
を
お
話
し
し
ま
す
。
な
か
な
か
普

段
は
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
公
立
博
物
館
は
い
く
つ
か
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

博
物
館
や
美
術
館
は
一
般
的
に
社
会
教
育
施
設
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
地
方
自
治
体
に
設
置
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
は
、
教
育
基
本
法
、
社

会
教
育
法
お
よ
び
博
物
館
法
に
示
さ
れ
て
い
る
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
（
表
）。
関
係
す
る
部
分
を
簡
単
に
見
て
み

ま
し
ょ
う
。

　

教
育
基
本
法
に
よ
る
と
、
教
育
は
「
人
格
の
完
成
」
を
目
指
す
と
あ
り
ま
す
（
教
育
基
本
法
第
一
条
）。
よ
く
聞
く
生
涯
学
習
と
い
う

言
葉
は
「
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
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
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
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
第
三
条
）。
結
構
強
い
語
調
で
す
ね
。
そ

し
て
、
国
や
地
方
自
治
体
は
そ
う
い
っ
た
個
人
の
要
望
に
応
え
て
社
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
奨
励
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
十
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表　博物館の設置に関する法律、条例
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二
条
）。
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、
博
物
館
等
を
設
置
し
て
「
社
会
教
育
の
振
興
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
す
。
こ
こ
で

社
会
教
育
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
言
葉
は
社
会
教
育
法
で
は
「
学
校
教
育
法
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
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
社
会
教
育
法
第

二
条
）。
博
物
館
法
に
お
い
て
も
「
こ
の
法
律
は
、
社
会
教
育
法
の
精
神
に
基
き
」
と
あ
り
、
教
育
基
本
法
や
社
会
教
育
法
と
同
じ
考
え

方
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
博
物
館
法
第
一
条
）。
そ
し
て
博
物
館
法
の
目
的
は
「
国
民
の
教
育
、
学
術
及

び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
博
物
館
法
の
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
博
物
館

に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
目
的
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
公
立
博
物
館
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
博
物
館
を
設
置
す
る
地
方
自
治
体
ご
と
に
条
例
を
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り

（
博
物
館
法
第
十
八
条
）、
そ
れ
に
も
と
づ
き
神
奈
川
県
で
は
、
神
奈
川
県
立
の
博
物
館
条
例
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
条
文
に
は
、

根
拠
と
し
て
博
物
館
法
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
神
奈
川
県
立
の
博
物
館
条
例
第
二
条
）。
要
す
る
に
、
神
奈
川
県
立
の
博
物
館
も
博
物
館

法
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
社
会
教
育
法
、
教
育
基
本
法
が
考
え
方
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
き
な
意

味
で
は
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
も
法
律
、
条
例
に
よ
っ
て
、「
人
格
の
完
成
」
を
目
指
し
、「
国
民
の
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
改
め
て
言
葉
に
し
て
み
る
と
重
い
言
葉
で
す
ね
。

　

博
物
館
の
利
用
者
は
、
普
段
こ
の
よ
う
な
法
律
的
な
背
景
を
意
識
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
敢
え
て
こ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
お
話
を
は
じ
め
て
み
ま
し
た
。
私
の
よ
う
な
学
芸
員
も
、
こ
れ
ら
の
法
律
や
条
例
を
行
政
と
し
て
行
な
う
た
め
に
神
奈

川
県
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
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二　

博
物
館
、
博
物
館
教
育
と
は

　

法
律
等
に
示
さ
れ
て
い
る
指
針
は
博
物
館
活
動
の
根
本
的
な
考
え
方
で
す
が
、
実
際
の
博
物
館
に
お
け
る
教
育
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

結
論
を
先
に
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
私
が
考
え
る
博
物
館
と
は
、
資
料
を
核
と
し
た
多
様
な
情
報
や
価
値
、
価
値
観
の
生
産
、
再
生

産
の
場
で
あ
り
、
博
物
館
教
育
と
は
そ
の
営
み
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
特
に
目
新
し
い
考
え
方
で
も
な
く
、
私
が
改

め
て
言
う
こ
と
で
も
な
い
の
で
す
が
。
博
物
館
に
は
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
も
つ
情
報
―
「
モ
ノ
の
力
」
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
―
を
様
々
な
立
場
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
の
多
様
性
か
ら
新
た
な
価
値
を

見
出
し
、
新
た
な
価
値
観
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
場
、
で
す
。
そ
し
て
私
が
考
え
る
学
芸
員
と
は
、
そ
の
場
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

で
あ
り
、
多
様
な
視
点
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
を
提
供
す
る
立
ち
位
置
で
す
。
学
芸
員
自
身
も
様
々
な
視
点
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
は
他
の
視
点
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
無
数
に
あ
る
見
方
の
一
部
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

三　

博
物
館
教
育
の
根
幹
―
博
物
館
資
料
―

　

少
し
具
体
的
な
話
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
博
物
館
の
活
動
を
考
え
て
み
ま
す
。
博
物
館
活
動
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
大
枠

と
し
て
は
資
料
の
収
集
保
管
、
そ
れ
ら
の
調
査
研
究
、
そ
の
成
果
の
公
開
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
本
来
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ

に
も
教
育
的
側
面
が
あ
る
べ
き
と
思
い
ま
す
が
、
一
番
分
か
り
や
す
い
の
は
調
査
研
究
や
そ
の
成
果
の
公
開
に
よ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

成
果
の
公
開
に
も
多
様
な
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
博
物
館
に
と
っ
て
は
や
は
り
展
示
を
通
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
大
き
い
で
す
ね
。
ま
た

様
々
な
講
座
や
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
じ
て
そ
の
成
果
を
発
信
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
日
で
は
多
く
の
博
物
館
が
多
様
な
行
事
を
催
し
て



『
大
倉
山
論
集
』
第
六
十
三
輯
　
平
成
二
十
九
年
三
月

220

い
て
、
こ
れ
か
ら
の
博
物
館
の
新
し
い
在
り
方
も
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
博
物
館
が
行
な
う
以
上
、
こ
れ
ら
の
行
事
の
根
幹
に
博

物
館
資
料
の
存
在
が
あ
る
こ
と
が
大
切
な
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
日
に
お
い
て
、
個
人
の
学
習
機
会
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
情
報
収
集
の
ツ
ー
ル
は
日
々
進
歩
し
、
多
様
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
読
み
た
い
本
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
手
軽
に
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
し
、
分
か
ら
な
い
こ
と
に
遭
遇
し
て
も
そ
の
場
で

簡
単
に
調
べ
ら
れ
る
。
行
っ
た
こ
と
の
な
い
場
所
で
も
簡
単
に
現
地
の
写
真
や
そ
の
雰
囲
気
を
把
握
す
る
こ
と
す
ら
可
能
で
す
。
極
端
に

言
っ
て
し
ま
え
ば
意
識
次
第
で
ど
ん
な
場
面
で
も
教
育
、
学
習
の
場
に
な
り
得
る
環
境
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
に
溢
れ
る
世
界
の
中
で
博
物
館
が
も
つ
特
性
、
強
み
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
「
資
料
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
博
物
館
の
活
動
は
何
も
始
ま
り
ま
せ
ん
。
中
で
も
大

事
な
の
は
や
は
り
実
物
資
料
で
す
。「
も
の
」
か
ら
情
報
を
引
き
出
そ
う
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
実
物
以
上
に
多
く
の
情
報
を
含
む
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
目
の
前
の
実
物
資
料
と
対
峙
す
る
だ
け
で
、
そ
の
「
も
の
」
が
持
つ
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
観
察
者
の
能
力
、
着
眼
点
、
経
験
な
ど
に
よ
っ
て
、
同
じ
も
の
で
も
全
く
異
な
っ
て
見
え
る
こ
と
は
お
分
か

り
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
物
の
強
み
は
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。
初
学
者
の
視
点
に
も
熟
練
の
研
究

者
の
視
点
に
も
応
え
て
く
れ
る
。
ど
ん
な
分
野
、
方
向
の
視
点
で
観
察
し
て
も
必
ず
得
ら
れ
る
情
報
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
ど
ん
な
に
高
精
細
な
複
製
品
が
作
ら
れ
よ
う
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
情
報
を
上
回
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
同
じ
素
材

―
厳
密
な
意
味
で
「
ま
っ
た
く
同
じ
素
材
」
は
存
在
し
な
い
と
思
い
ま
す
が
―
で
、
同
じ
道
具
を
使
い
、
同
じ
技
法
で
複
製
を
つ
く
っ
た

と
し
て
も
、
複
製
製
作
者
の
視
点
や
解
釈
、
製
作
時
の
癖
な
ど
様
々
な
フ
ィ
ル
タ
ー
の
す
べ
て
を
取
り
払
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た

歴
史
的
な
資
料
で
あ
れ
ば
、
そ
の
も
の
が
作
ら
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
の
長
い
年
月
の
中
で
様
々
な
変
化
を
経
て
来
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

複
製
製
作
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
「
経
年
変
化
」
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
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四　

実
物
資
料
と
複
製
資
料

　

そ
も
そ
も
、
実
物
資
料
と
複
製
資
料
に
は
求
め
ら
れ
る
意
味
が
異
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
複
製
と
い
う
概
念
に
は
い
わ
ゆ
る
レ
プ
リ

カ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
広
義
な
考
え
方
と
し
て
、
実
物
資
料
が
も
つ
情
報
を
異
な
る
方
法
で
伝
達
す
る
手
段
と
し
て
考
え
て
い
ま

す
。
3
Ｄ
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
な
ど
も
含
み
ま
す
し
、
写
真
も
複
製
の
範
疇
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

博
物
館
の
内
側
に
い
る
身
と
し
て
「
展
示
な
ど
で
実
物
を
活
用
し
た
い
け
れ
ど
、
保
存
状
態
な
ど
の
都
合
で
実
物
の
利
用
は
叶
わ
な

い
」
と
い
う
際
に
複
製
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
シ
ー
ン
は
実
際
に
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
複
製
に
は
「
実
物
の
代
替
」
と
い
う
だ

け
の
利
用
価
値
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
実
物
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
も
複
製
で
は
可
能
と
い
う
こ
と
も
多
く

あ
り
ま
す
。

　

複
製
資
料
の
一
番
の
メ
リ
ッ
ト
は
ア
ク
セ
ス
の
気
軽
さ
、
簡
便
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
写
真
が
一
枚
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
ウ
ェ
ブ
上

に
公
開
す
る
こ
と
で
全
世
界
の
人
が
そ
の
も
の
の
存
在
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
で
は
か
な
り
高
精
細
な
画
像
が
ウ
ェ
ブ

上
で
気
軽
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
増
え
て
い
ま
す
。
今
後
は
写
真
の
よ
う
な
二
次
元
の
デ
ー
タ
だ
け
で
な
く
、
三
次
元
デ
ー
タ
も

ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。
横
浜
で
出
土
し
た
縄
文
土
器
を
三
次
元
計
測
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
を
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
す
る
こ
と
で
、

全
世
界
で
そ
の
「
形
」
を
高
精
細
に
共
有
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
で
は
既
に

収
蔵
品
の
三
次
元
デ
ー
タ
の
公
開
、
提
供
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
無
料
で
す
。

　

ア
ク
セ
ス
が
簡
便
で
あ
る
こ
と
、
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
す
。
門
戸
を
広
く
保
つ
こ
と
は
多
様
な
視
点
を
生
み
出
す

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
し
、
そ
の
先
に
進
ん
で
み
た
い
と
い
う
欲
求
を
刺
激
す
る
可
能
性
を
も
生
む
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
複
製
を
利
用
す
る
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
複
製
で
表
現
さ
れ
て
い
る
情
報
は
実
物
が
も
つ
情
報
の
ご
く
わ
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ず
か
で
あ
り
、
一
つ
の
側
面
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
た
く
言
え
ば
「
ウ
ェ
ブ
で
写
真
を
見
て
、
そ
の
も
の
を
分
か
っ
た
よ
う

な
気
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
（
笑
）。
ち
ょ
っ
と
感
じ
の
悪
い
言
い
方
で
す
か
ね
（
笑
）。
で
す
が
、
や
は
り

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ぁ
当
た
り
前
の
話
で
す
よ
ね
。
グ
ー
グ
ル
の
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
は
も
の
す
ご
く
便
利
で
あ
た
か
も
世
界
中
を

旅
し
て
い
る
「
気
分
」
に
な
り
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
「
気
分
」
な
わ
け
で
す
。
実
際
に
現
地
へ
行
っ
て
み
た
ら
音
、
匂
い
、
人
々
の
動
作
、

そ
の
場
の
空
気
感
な
ど
、
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
で
は
分
か
ら
な
か
っ
た
様
々
な
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。

　

博
物
館
資
料
も
同
じ
で
す
。
ウ
ェ
ブ
で
い
く
ら
で
も
写
真
が
見
ら
れ
て
も
、
実
物
の
色
、
質
感
、
素
材
感
、
大
き
さ
な
ど
、
実
物
が
感

覚
的
に
訴
え
て
く
る
情
報
は
な
か
な
か
伝
わ
り
づ
ら
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
情
報
は
や
は
り
複
製
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
も
の

が
多
く
含
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
ん
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
た
い
と
思
っ
た
ら
、
結
局
は
そ
の
も
の
が
実
際
に
あ
る
場
所
に
行
く
し
か
な
い
。

そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
実
物
資
料
を
保
管
、
保
存
す
る
の
が
博
物
館
で
す
。
こ
れ
が
博
物
館
の
存
在
す
る
一
つ
の
意
味
で
す
ね
。

　

た
だ
、
実
物
の
資
料
は
ア
ク
セ
ス
が
誰
に
で
も
容
易
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
資
料
を
ケ
ー
ス
越
し
に
観
察
す
る
だ
け
な
ら
ま
だ
し

も
、
手
に
取
っ
て
扱
う
よ
う
な
こ
と
を
す
る
た
め
に
は
訓
練
さ
れ
た
人
間
が
保
存
状
態
な
ど
を
考
慮
し
た
上
で
扱
わ
な
い
と
資
料
を
壊
し

て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
考
古
資
料
は
他
分
野
に
比
べ
て
ア
ク
セ
ス
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
も
の
が
多
い
で
す
が
、

古
文
書
や
美
術
作
品
な
ど
で
は
そ
う
も
い
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
博
物
館
に
赴
く
の
も
大
変
な
こ
と
だ
っ
て
あ
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
よ
う
な
時
に
も
、
複
製
資
料
の
メ
リ
ッ
ト
が
生
か
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
様
々
な
も
の
を
一
堂
に
会
し
て
展
示
し
た
い
場
合
も
複
製
は
有
効
で
す
。
例
え
ば
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
以
下
、「
歴
博
」
と

記
載
）
で
は
、
常
設
の
展
示
室
に
複
製
資
料
を
多
用
し
て
い
ま
す
。
歴
博
は
日
本
列
島
に
暮
ら
し
た
人
々
の
歴
史
や
民
俗
を
幅
広
く
扱
う

博
物
館
で
す
が
、
常
設
の
展
示
に
お
い
て
そ
の
全
て
に
実
物
資
料
を
用
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
地
域
か
ら
実

物
資
料
を
借
用
す
れ
ば
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
実
物
資
料
―
特
に
地
域
を
代
表
す
る
よ
う
な
資
料
―
は
そ
れ
に
ゆ
か
り
の
あ
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る
地
域
で
保
管
、
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
歴
博
の
展
示
で
は
、
実
物
の
観
察
と
い
う
面
よ
り
も
歴
史
の

全
体
の
流
れ
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
、
複
製
資
料
を
多
用
し
た
展
示
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
実
際
に
歴
博
の
方
に
確
認
し

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
と
私
は
想
像
し
て
い
ま
す
（
笑
）。
歴
博
で
複
製
資
料
の
展
示
を
通
じ
て
通
史

を
見
て
、
も
っ
と
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
知
り
た
い
、
実
物
を
見
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
れ
ば
、
現
地
に
行
っ
て
見
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

本
来
、
文
化
財
は
地
域
に
根
差
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
場
所
に
行
く
こ
と
自
体
が
そ
の
文
化
財
の
理
解
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

　

ア
ク
セ
ス
の
し
づ
ら
さ
が
逆
に
存
在
感
や
有
難
さ
の
よ
う
な
感
覚
を
生
む
こ
と
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
あ
く
ま
で
博
物
館

資
料
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
箔
」
よ
り
も
様
々
な
活
用
シ
ー
ン
が
多
い
方
が
資
料
の
価
値
が
生
き
る
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
実
物
資
料
と
複
製
資
料
を
う
ま
く
共
存
さ
せ
な
が
ら
色
々
な
情
報
を
世
の
中
に
発
信
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

五　

博
物
館
と
人

　

博
物
館
は
、
資
料
に
も
と
づ
い
て
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
観
察
者
次
第
で
無
限
の
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
大
事
な
こ
と
と
し
て
、
博
物
館
に
は
様
々
な
人
が
集
い
ま
す
。
そ
の
中
で
資
料
の
一
番
そ
ば
に
い
る
の
が
学
芸

員
で
す
。
日
々
の
活
動
の
中
で
資
料
と
接
す
る
こ
と
も
多
く
、
所
蔵
資
料
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
情
報
を
持
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
資
料
担

当
の
学
芸
員
が
一
番
そ
の
資
料
に
詳
し
い
か
と
言
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
保
存
状
態
や
取
扱
い
に

つ
い
て
は
一
番
詳
し
く
あ
る
こ
と
が
理
想
で
す
が
、
そ
の
資
料
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
理
解
や
研
究
と
い
う
意
味
で
は
、
所
蔵
す
る
資
料

の
す
べ
て
に
つ
い
て
精
通
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
が
私
は
、
そ
れ
は
別
に
悲
観
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
可
能
性
が
あ
る
と
も
考
え
て
い
ま
す
。
実
物
資
料
が
あ
る
場
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所
に
は
人
が
集
ま
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
専
門
家
や
研
究
機
関
に
属
し
た
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
学
生
あ
る
い
は
専
門
的
な
歴
史
教

育
を
受
け
て
い
な
い
人
な
ど
、
様
々
で
す
。
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
た
来
館
者
だ
っ
て
そ
の
一
人
と
言
っ
て
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
資
料

に
集
ま
る
人
が
多
様
で
あ
る
程
、
視
点
も
多
様
に
な
り
ま
す
。
冒
頭
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
そ
う
い
っ
た
場
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

す
る
こ
と
も
学
芸
員
の
大
き
な
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
し
、
そ
の
資
料
に
関
す
る
情
報
や
視
点
、
さ
ら

に
は
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
蓄
積
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
情
報
、
視
点
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
と
に
次
の
活

動
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
返
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
循
環
が
で
き
る
こ
と
が
理
想
で
す
。
そ
し
て
そ
の
循
環

に
は
ど
ん
な
立
場
の
人
が
加
わ
っ
た
っ
て
い
い
。
特
に
当
館
の
よ
う
な
地
域
博
物
館
で
は
、
地
元
の
人
の
存
在
や
彼
ら
が
も
つ
情
報
を
そ

の
循
環
に
加
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
今
後
の
博
物
館
の
在
り
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
情
報
蓄
積
、
活
動
の
場
と
し
て
の
博
物
館
に
お
い
て
、
私
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、「
情
報
を
与
え
る
側
」
と
し

て
の
学
芸
員
や
専
門
家
と
、
そ
れ
を
受
け
取
る
側
の
観
覧
者
と
い
う
構
図
よ
り
も
、
各
々
が
等
し
く
資
料
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
場

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

博
物
館
の
展
示
で
あ
っ
て
も
、
専
門
家
と
し
て
の
学
芸
員
の
解
釈
を
観
覧
者
が
た
だ
受
け
取
る
だ
け
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
展

示
を
企
画
し
た
側
が
「
な
ぜ
そ
う
考
え
た
の
か
」
と
い
う
考
え
方
を
共
有
で
き
る
よ
う
な
展
示
が
い
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

私
の
一
つ
の
理
想
は
、
観
覧
者
が
企
画
者
の
議
論
を
追
体
験
で
き
る
よ
う
な
説
明
、
さ
ら
に
言
え
ば
企
画
者
の
解
釈
を
疑
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
情
報
を
含
め
た
展
示
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
企
画
側
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
解
釈
を
納
得
し
て
見
て
い
た
だ
け
る
の
が
嬉
し
い
で

す
が
、
資
料
の
も
つ
多
様
な
情
報
は
学
芸
員
の
視
点
だ
け
で
は
表
現
し
切
れ
な
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
に
観
覧
者
と
し
て
は
断
定
的
な
展
示

は
見
て
い
て
ち
ょ
っ
と
窮
屈
か
な
、
と
感
じ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
学
芸
員
に
と
っ
て
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
自
分
の
考
え
方
や
解
釈
と
は
相
反
す
る
よ
う
な
意
見
を
も
柔
軟
に
受
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け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
度
量
を
持
つ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
い
油
断
す
る
と
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
自
分
が
一
番
知
っ
て
い
る
ん
だ

と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
学
芸
員
と
い
う
立
場
で
資
料
の
一
番
そ
ば
に
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
は
、
逆
の
こ
と
の

よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
多
様
な
視
点
を
も
受
け
入
れ
る
責
任
が
―
少
な
く
と
も
私
が
所
属
す
る
よ
う
な
公
立
の
博
物
館
で
は
―
あ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
相
手
が
研
究
者
で
あ
ろ
う
と
、
経
験
の
浅
い
一
市
民
で
あ
ろ
う
と
。

　

ち
ょ
っ
と
脱
線
し
ま
す
が
、
よ
く
博
物
館
や
文
化
財
関
係
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
「
一
般
の
方
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
ま
す
。
私
は
こ

れ
が
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
芸
員
は
「
一
般
」
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
細
か
な
言
葉
じ
り
に
ケ
チ
を
付
け
る
よ
う
で
す
が
、
少

な
く
と
も
私
は
自
分
を
「
一
般
」
人
の
一
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
学
芸
員
は
「
特
殊
」
な
人
種
で
あ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
そ
こ

に
線
を
引
く
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
る
べ
く
な
ら
そ
の
線
は
引
き
た
く
な
い
。

　

私
は
、
誰
も
が
一
般
人
だ
し
同
時
に
研
究
者
に
も
な
り
得
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
職
業
や
立
場
や
受
け
た
教
育
な
ど
で
分
け
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
人
ひ
と
り
の
意
識
や
関
心
の
持
ち
方
に
よ
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
研
究
者
と
は
、
研
究
機
関
に

属
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
何
か
に
つ
い
て
そ
の
人
な
り
の
考
え
や
論
理
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が

研
究
者
だ
と
思
い
ま
す
。「
学
習
」
が
、
何
か
に
学
び
習
う
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
研
究
は
そ
の
上
で
自
分
自
身
で
熟
考
し
考
え
を
発
展
さ

せ
る
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
私
が
考
え
る
「
生
涯
学
習
」
の
大
切
な
点
は
、
学
習
や
研
究
は
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
る
営
み
な

ん
だ
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
社
会
教
育
は
そ
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
き
っ
か
け
を
提
供
し
、
そ
の
考

え
を
深
め
る
こ
と
を
支
援
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　

博
物
館
は
資
料
や
情
報
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
集
積
、
拡
散
の
場
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
社
会
教
育
の
大
き
な
担
い
手
で
す
。
そ
し
て

地
域
の
博
物
館
は
よ
り
地
元
の
情
報
に
根
差
し
た
活
動
が
で
き
る
場
で
あ
る
は
ず
で
す
。
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六　

資
料
名
称
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
博
物
館
で
の
活
動
に
お
い
て
私
が
い
つ
も
悩
ま
し
い
と
思
う
こ
と
あ
り
ま
す
。
展
示
の
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
で
す
。
展
示
資
料
の
名
称
や
説
明
が
書
い
て
あ
る
札
で
す
ね
。
博
物
館
で
の
慣
例
と
し
て
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
資
料
名
称
が
記

さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
た
だ
、
そ
の
名
称
を
何
と
す
る
か
が
難
し
い
。
例
え
ば
縄
文
土
器
の
展
示
を
す
る
と
し
ま
す
。
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
に
は
何
と
書
け
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。「
縄
文
土
器
」
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
形
を
表
現
し
た
「
深
鉢
形
土
器
」、
あ
る
い
は
「
勝

坂
式
土
器
」
な
ど
と
専
門
的
な
土
器
型
式
が
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
用
途
が
分
か
れ
ば
そ
れ
を
書
く
と
い

う
考
え
も
あ
り
得
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
考
古
資
料
で
用
途
が
明
ら
か
な
資
料
は
稀
で
す
。

　

ま
た
考
古
学
の
学
術
用
語
の
中
に
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
誤
解
を
招
く
よ
う
な
表
現
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
多

く
出
土
す
る
「
打
製
石
斧
」
と
い
う
石
器
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
斧
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
土
掘
り
用
の
道
具
で
、
む
し
ろ

鍬
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
「
石
皿
」
と
い
う
石
器
は
、
現
代
の
皿
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
石

臼
の
よ
う
な
使
用
法
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
石
匙
」
は
、
形
状
が
匙
に
似
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
明
確
な
用
途
が
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
さ
ら
に
は
「
独
鈷
石
」
と
呼
ば
れ
る
石
器
も
あ
り
ま
す
。
明
治
時
代
の
研
究
者
が
、
そ
の
石
器
を
見
て
仏
具
の
独
鈷
杵
に
形
態
が

似
て
い
る
と
考
え
た
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
展
示
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
「
独
鈷
石
」
と
書
い
て
あ
る
の
を

見
た
ら
、
縄
文
時
代
に
仏
具
が
あ
っ
た
の
か
と
誤
解
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す
よ
ね
。
形
か
ら
の
類
推
と
は
異
な
り
ま
す
が
「
御
物
石
器
」

と
呼
ば
れ
る
石
器
も
あ
り
ま
す
。
用
途
不
明
の
石
器
な
の
で
す
が
、
か
つ
て
そ
の
一
つ
が
明
治
天
皇
に
献
上
さ
れ
て
御
物
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
御
物
石
器
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
石
器
に
形
が
似
て
い
る
も
の
も
御
物
石
器
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
経
緯
を
知
ら
な
い
人
に
は
ま
っ
た
く
理
解
不
能
な
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
名
称
で
す
よ
ね
。



学
芸
員
と
博
物
館
と
展
覧
会
と
（
千
葉
）

227

　

こ
の
よ
う
に
考
古
学
の
学
術
用
語
に
は
、
実
際
の
機
能
や
用
途
を
示
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

名
称
は
、
明
治
か
ら
昭
和
前
半
頃
の
考
古
学
研
究
の
初
期
に
お
い
て
、
用
途
の
分
か
ら
な
い
遺
物
に
対
し
て
―
当
面
の
対
応
と
し
て
―
形

状
が
類
似
し
て
い
る
も
の
な
ど
か
ら
名
称
を
借
り
て
名
付
け
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
研
究
者
間
で
定
着
し
、

現
代
で
も
慣
例
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
博
物
館
な
ど
で
も
そ
の
名
称
が
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
が
、
明
ら
か
に
誤
解
を
招
く
表
現
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
別
に
研
究
の
た
め
に
便
宜
的
に
つ
け
ら
れ
た
学
術
用
語
を
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
に
付
す
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
適
切
な
名
前
が
検
討
さ
れ
て
も
い
い
。

　

た
だ
、
考
古
学
資
料
に
と
っ
て
機
能
や
用
途
、
使
い
方
を
特
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
今
日
の
研
究
に
お
い
て
も
用
途
が
明
ら

か
だ
と
言
え
る
遺
物
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
分
か
ら
な
い
こ
と
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
が
実
際
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

機
能
を
表
現
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
名
称
は
本
来
は
避
け
た
方
が
い
い
と
も
言
え
る
。
形
の
類
似
か
ら
名
付
け
る
の
で
あ
れ
ば

「
斧
形
石
器
」
や
「
匙
形
石
器
」
と
し
た
方
が
少
し
は
誤
解
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
で
す
か
ね
。

も
っ
と
適
切
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
あ
っ
て
い
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
た
だ
、
私
個
人
と
し
て
は
、「
本
当
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
」

と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
伝
え
ら
れ
る
と
い
い
と
思
う
。
分
か
ら
な
い
も
の
を
展
示
す
る
な
ん
て
、
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
本
当
は
分
か
っ
て
い
な
い
の
に
さ
も
分
か
っ
た
よ
う
に
展
示
す
る
方
が
も
っ
と
良
く
な
い
で
し
ょ
う
。
大
事
な
の
は
「
な
ぜ
分
か
ら

な
い
の
か
」
を
ち
ゃ
ん
と
説
明
す
る
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、
ど
こ
ま
で
分
か
っ
て
、
ど
こ
か
ら
が
分
か
ら
な
い
か
。

　

実
際
に
そ
の
道
具
を
使
用
し
て
い
た
人
た
ち
の
呼
び
方
や
使
い
方
が
分
か
る
な
ら
、
い
く
ら
そ
れ
が
現
代
人
に
と
っ
て
分
か
り
づ
ら
く

て
も
、
そ
れ
ら
を
尊
重
す
る
こ
と
に
意
味
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
考
古
資
料
で
は
な
か
な
か
そ
の
よ
う
な
場
面
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
民
俗

資
料
で
は
実
際
に
そ
の
よ
う
な
考
え
方
で
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
資
料
名
が
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
あ
る
と

き
は
そ
の
道
具
を
使
用
し
て
い
た
人
の
呼
称
に
な
ら
っ
て
い
る
も
の
、
カ
タ
カ
ナ
以
外
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
担
当
者
や
研
究
者
が
解
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釈
し
た
呼
び
方
と
す
る
や
り
方
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
併
記
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
同
じ
も
の
で
も
地
域
に
よ
っ
て
呼
び
方
が
変

わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
情
報
も
資
料
の
理
解
に
は
大
事
で
す
か
ら
、
使
っ
て
い
た
人
の
呼
び
方
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
と

い
う
方
法
は
一
つ
の
視
点
と
し
て
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
学
術
用
語
を
そ
の
ま
ま
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
付
す
こ
と
は
基
本
的
に
は
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
そ
の
中
で
、
も
し
か
し
た
ら
意
味
が
あ
る
か
な
と
思
う
数
少
な
い
側
面
は
、
学
校
教
育
と
の
対
応
で
す
。
学
校
で
習
っ
た
単
語
と

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
対
応
し
て
い
な
い
と
、
子
供
た
ち
の
理
解
の
妨
げ
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
な
、
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
も
教
科

書
に
出
て
く
る
単
語
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
一
対
一
で
対
応
す
る
こ
と
な
ん
て
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
し
、
一
字
一
句
対
応
し
て

い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
子
供
た
ち
の
理
解
の
妨
げ
に
な
る
と
も
あ
ま
り
思
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
実
物
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
「
色
々
な
呼

び
名
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
博
物
館
の
意
義
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。「
習
っ
た
言
葉

と
な
ぜ
違
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
思
う
こ
と
も
学
習
、
研
究
の
立
派
な
一
歩
で
し
ょ
う
。

　

博
物
館
で
の
展
示
は
、
企
画
者
に
よ
っ
て
何
か
し
ら
の
文
脈
の
中
で
資
料
が
配
列
し
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
観
覧
者
は
企
画
者
の
意

図
通
り
に
そ
れ
ら
を
観
察
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
企
画
者
と
は
異
な
る
視
点
で
眺
め
る
こ
と
で
新
し

い
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
資
料
が
も
つ
多
面
性
の
一
つ
の
側
面
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
観
察
者
に
よ
っ
て
見
え
方
、
感
じ
方
は
異
な
っ
て
い
い
の
で
す
。

七　

図
録
は
誰
の
た
め
の
も
の
か

　

展
示
の
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
展
覧
会
に
は
図
録
が
つ
き
も
の
で
す
。
そ
の
図
録
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
カ
タ
ロ
グ

と
し
て
の
「
図
版
目
録
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
ス
ト
ー
リ
ー
仕
立
て
の
読
み
物
の
よ
う
な
体
裁
の
も
の
な
ど
、
様
々
で
す
。
考
古
学
の
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図
録
は
割
と
ス
ト
ー
リ
ー
が
重
視
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
資
料
の
写
真
が
占
め
る
面
積
と
同
じ
く
ら
い
そ
の
解
説
や
説
明
の
図
表
が
盛
り

込
ま
れ
る
傾
向
が
多
い
よ
う
で
す
。
逆
に
美
術
館
の
図
録
で
は
、
作
品
の
一
つ
一
つ
を
大
き
く
見
せ
る
部
分
と
解
説
の
部
分
と
い
う
よ
う

に
図
版
と
解
説
を
分
離
さ
せ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
資
料
、
作
品
の
特
性
に
も
よ
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
よ
り
も
学
芸
員
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
資
料
、
作
品
を
見
せ
た
い
の
か
と
い
う
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

私
が
図
録
を
手
が
け
る
際
に
は
、
ま
ず
ど
う
い
う
テ
イ
ス
ト
で
ど
の
よ
う
な
読
者
に
向
け
て
作
る
の
か
を
意
識
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
展
覧
会
全
体
の
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
考
え
ま
す
。
例
え
ば
私
が
初
め
て
担
当
し
た
「
勝
坂
縄
文
展
」（
二
〇
一
二
年
）

で
は
、
縄
文
人
の
身
近
さ
、
生
々
し
さ
、
と
い
う
も
の
を
展
覧
会
の
テ
ー
マ
と
し
、
普
段
、
考
古
学
や
縄
文
に
特
段
関
心
の
無
い
人
に
向

け
て
少
し
で
も
気
軽
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
展
示
に
合
わ
せ
て
作
成
し
た
冊
子
も
手
軽
な
フ

リ
ー
ペ
ー
パ
ー
の
よ
う
な
テ
イ
ス
ト
に
な
る
よ
う
意
識
し
、
A
４
判
が
主
流
の
中
、
敢
え
て
B
５
判
を
採
用
し
ま
し
た
。
感
覚
的
な
話
で

す
が
、
A
４
判
っ
て
ど
こ
か
真
面
目
で
お
固
い
印
象
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
（
笑
）。
B
５
判
の
方
が
少
し
砕
け
た
感
じ
が
す
る
。
あ
と
、

A
４
判
で
は
女
性
も
の
の
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
に
は
ま
ず
入
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
内
容
も
軽
い
読
み
物
の
よ
う
に
縦
書
き
、
多
段
組
み
と
し
、

色
調
も
明
る
い
雰
囲
気
を
演
出
す
る
よ
う
に
意
識
し
ま
し
た
。
ま
た
紙
質
も
薄
く
、
丸
め
て
持
て
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
の
冊
子
は
現

在
で
も
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
し
て
い
ま
す
の
で
、
関
心
が
あ
り
ま
し
た
ら
ぜ
ひ
見
て
み
て
下
さ
い
。

　

そ
れ
に
対
し
、
現
在
開
催
し
て
い
る
「
陸お

か

に
あ
が
っ
た
海
軍
」
展
で
は
、
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
海
軍
の
末
路
、
そ
の
象
徴
的
な
場
と

な
っ
た
地
下
壕
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
近
年
に
お
け
る
地
下
壕
の
測
量
や
調
査
の
成
果
の
紹
介
と
い
う
や
や
研
究
的
な
内
容
も

含
む
た
め
、
図
録
も
落
ち
着
い
た
ト
ー
ン
を
心
が
け
ま
し
た
。
A
４
判
を
ベ
ー
ス
と
し
、
横
書
き
、
誌
面
の
色
使
い
も
落
ち
つ
い
た
雰
囲

気
に
な
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
紙
質
は
や
や
厚
手
で
マ
ッ
ト
な
質
感
の
紙
を
選
び
ま
し
た
。

　

言
っ
て
み
れ
ば
展
覧
会
の
「
演
出
」
で
す
よ
ね
。
私
は
企
画
者
と
観
覧
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
近
づ
け
る
た
め
に
は
「
演
出
」
が
と
て
も
大
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事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
見
か
け
倒
し
の
よ
う
に
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
展
覧
会
全
体
の
雰
囲
気
を
作
り
出
す
た
め
に
は

や
は
り
大
切
で
す
。
そ
し
て
図
録
も
展
覧
会
の
「
演
出
」
の
上
で
と
て
も
大
き
な
要
素
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
展
覧
会
を
象
徴
す
る
図
録
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
ど
ん
な
展
覧
会
に
で
も
合
う
図
録
の
体
裁
な
ん
て
い
う
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
中
身
の
構
成
も
同
じ
で
、
展
覧
会
の
全
体
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
図
録
の
構
成
は
全
く
変
わ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

美
術
系
の
展
覧
会
の
図
録
の
多
く
に
「
巻
頭
論
文
」
と
い
う
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
私
は
あ
れ
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
誰
の
た
め
の

文
章
な
ん
だ
ろ
う
か
。
展
覧
会
の
概
要
が
示
さ
れ
て
い
る
な
ら
分
か
り
ま
す
が
、
中
に
は
い
き
な
り
専
門
的
な
論
文
が
図
録
の
巻
頭
に
掲

載
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
の
論
文
は
そ
の
図
録
の
「
巻
頭
論
文
」
と
し
て
本
当
に
必
要
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
の
分
野
の
学
術
雑
誌
に
書

け
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
専
門
的
な
見
せ
方
を
積
極
的
に
打
ち
出
し
た
展
示
な
ら
そ
れ
で
も
い
い
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
奇
を
て
ら
う
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
展
覧
会
ご
と
に
テ
ー
マ
や
視
点
、
観
覧
者
に
伝
え
た
い
こ
と
は
異
な
る
は
ず
で
す
。
そ
う

し
た
ら
図
録
の
構
成
、
体
裁
だ
っ
て
そ
れ
ら
に
合
わ
せ
て
い
か
様
に
も
変
わ
っ
て
い
い
と
思
う
。

　

展
覧
会
は
一
過
性
の
も
の
で
す
が
、
図
録
は
残
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
図
録
は
そ
の
展
示
を
象
徴
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
。

た
だ
、「
残
す
た
め
」
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
別
に
図
録
と
い
う
形
に
こ
だ
わ
ら
な
く
た
っ
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
私
も
だ
い
ぶ
頭
が
博

物
館
業
界
に
凝
り
固
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
今
す
ぐ
他
の
い
い
案
が
思
い
浮
か
び
ま
せ
ん
が
、
展
覧
会
で
扱
う
資
料
に
無
限
の
多
様
性

が
あ
る
限
り
、
そ
の
表
現
の
仕
方
、
残
し
方
に
も
、
多
分
、
色
ん
な
方
法
の
可
能
性
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

八　
「
難
し
さ
」
と
「
奥
深
さ
」、「
分
か
り
や
す
い
」≠
短
絡
・
安
直

　

最
近
で
は
、
展
示
を
は
じ
め
、
何
で
も
「
分
か
り
や
す
く
」
す
る
こ
と
が
よ
く
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
考
古
学
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
見

て
い
て
も
「
発
掘
成
果
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
」
な
ど
と
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
分
か
り
や
す
い
こ
と
は
良
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い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
「
分
か
り
や
す
い
」
と
い
う
こ
と
と
短
絡
的
で
あ
っ
た
り
安
直
な
こ
と
と
は
全
く
別
の
こ
と
で
す
。
そ
し

て
本
来
「
難
し
い
」
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
ど
う
も
近
年
「
分
か
り
や
す
い
」
こ
と
と
「
単
純
」「
短
絡
」
的
な
こ
と

が
そ
れ
こ
そ
安
易
に
結
び
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
あ
る
い
は
原
因
と
結
果
が
一
対
一
で
対
応
す
る
こ
と
を
求

め
た
り
、
善
悪
を
安
易
に
判
断
し
て
し
ま
っ
た
り
…
ま
た
複
雑
で
難
し
い
こ
と
は
良
く
な
い
こ
と
で
、
歓
迎
さ
れ
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
す

ら
あ
る
。

　

本
当
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
複
雑
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
結
果
に
は
何
か
し
ら
の
原
因
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が

明
確
な
一
つ
に
絞
ら
れ
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
様
々
な
要
素
が
お
互
い
に
絡
み
合
っ
て
次
の
要
素
が
生
ま
れ
る
。
目

の
前
に
見
え
る
「
結
果
」
は
、
そ
の
一
つ
の
側
面
や
通
過
点
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
自
然
科
学
系
の
学
問
や
研
究
で
は
一
対
一
の
関
係
を
証
明

で
き
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
人
間
の
社
会
を
扱
う
人
文
科
学
の
世
界
で
は
「
原
因
」
と
「
結
果
」
と
い
う
よ
う
な
二
項

対
立
的
な
理
解
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
含
ん
だ
全
体
を
常
に
意
識
し
て
物
事
と
向
き
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
と
は
い
え
、
実
践
す
る
の

は
な
か
な
か
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
改
め
て
自
戒
を
込
め
な
い
と
い
け
な
い
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
今
日
に
お
い
て
「
難
し
い
こ
と
」
が
敬
遠
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
原
因
の
一
つ
に
は
、
お
そ
ら
く
学
芸
員
も
含
め
た
専

門
家
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
難
し
い
こ
と
、
複
雑
な
こ
と
で
も
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
も
ら
え

る
工
夫
や
努
力
を
し
て
き
た
の
か
。
専
門
家
同
士
が
話
し
合
う
の
は
簡
単
で
す
。
暗
号
の
よ
う
な
専
門
用
語
で
も
通
じ
る
。
し
か
し
、
そ

の
分
野
を
専
門
と
し
て
い
な
い
人
に
こ
ち
ら
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
の
は
と
て
も
難
し
い
。
ま
ず
自
分
が
説
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
き
ち
ん
と
咀
嚼
で
き
て
い
る
こ
と
が
最
低
限
の
前
提
で
す
し
、
自
分
の
言
葉
で
表
現
で
き
る
こ
と
も
大
事
で
す
。
自
分
に
も
跳

ね
返
っ
て
き
そ
う
で
す
が
、「
本
当
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
し
い
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
き
、
専
門

用
語
っ
て
便
利
な
ん
で
す
よ
ね
（
笑
）。
け
れ
ど
も
本
当
は
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
自
分
が
伝
え
た
い
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
相
手
に
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合
わ
せ
て
様
々
に
表
現
を
工
夫
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
っ
と
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
も
も
っ
と
精
進
し
な
い
と
い
け
な

い
な
、
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に　

―
「
分
か
ら
な
い
こ
と
」
が
大
事
―

　

な
ん
だ
か
散
漫
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
博
物
館
と
教
育
と
い
う
一
つ
の
課
題
に
つ
い
て
、
私
が
現

在
考
え
て
い
る
こ
と
を
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
お
話
し
し
て
み
ま
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
博
物
館
の
魅
力
は
や
は
り
実
物
資

料
が
あ
り
、
そ
の
多
様
性
を
も
と
に
様
々
な
価
値
観
が
生
ま
れ
る
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
博
物
館
に

お
け
る
教
育
と
は
そ
の
よ
う
な
多
様
性
を
知
り
、
さ
ら
に
そ
の
多
様
性
の
中
に
お
い
て
自
分
自
身
を
改
め
て
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
を
提

供
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
も
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
私
が
考
え
る
一
番
大
事
な
こ
と
は
「
分
か
ら
な
い
こ
と
」
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。「
な
ぜ
分
か
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
も
そ
う
で
す
し
、
自
分
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が

世
界
に
は
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
そ
の
先
に
た
く
さ
ん
の
好
奇
心
と
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
柔
軟
さ
が
生

ま
れ
て
く
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

と
り
と
め
も
な
い
話
を
続
け
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
日
は
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
編
者
付 

記
】
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は
、
平
成
二
十
七
年
三
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十
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日
の
大
倉
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と
展
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会
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地
域
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博
物
館
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ま
と
こ
れ
か

ら
―
」
と
題
し
た
講
演
の
記
録
を
基
に
、
加
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を
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て
成
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