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71　民俗資料展示における「解説」とその意義

民
俗
資
料
展
示
に
お
け
る
「
解
説
」
と
そ
の
意
義

三
代
　
綾

要
旨

近
年
、
博
物
館
の
民
俗
資
料
展
示
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
博
学
連
携
（
博
物
館
と
学
校
）
や
、
博
福
連
携
（
博
物
館
と
福
祉
施
設
）
に
つ
い
て
の

昔
の
道
具
の
展
示
で
あ
る
。
前
者
の
連
携
で
は
見
学
時
間
や
授
業
の
意
図
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
後
者
の
連
携
で
は
資
料
を
用
い
た
経
験
の
あ
る
人
々
の

自
由
な
反
応
を
重
視
す
る
た
め
に
、「
解
説
」
を
削
る
事
も
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
指
す
と
こ
ろ
の
「
解
説
」
は
、
第
一
に
題
箋
や
解
説
パ
ネ
ル
等
に
よ
る
物

的
解
説
、
第
二
に
解
説
員
等
に
よ
る
人
的
解
説
に
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
物
的
解
説
の
中
で
も
文
字
情
報
が
み
ら
れ
る
題
箋
及
び
解
説
パ
ネ
ル
を
軸
と

し
て
、
博
物
館
展
示
に
お
い
て
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
に
触
れ
、
民
俗
資
料
展
示
に
お
け
る
問
題
点
及
び
そ
の
「
解

説
」
の
意
義
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。

日
本
国
内
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
た
コ
ー
ル
マ
ン
の
説
明
札
の
論
に
始
ま
り
、
時
代
を
追
っ
て
、
特
に
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
は
良
く
も
悪
く
も
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
民
俗
資
料
展
示
は
、
今
を
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
身
近
な
道
具
（
で
あ
っ
た
）
モ
ノ
を
扱
う
他
分
野
に
な
い
不
安
定
な
要
素
を
持
っ

て
お
り
、『
民
具
研
究
』
の
展
示
批
評
に
お
い
て
は
、
博
物
館
教
育
に
必
要
と
さ
れ
る
「
解
説
」
が
今
日
も
議
論
の
的
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
民
俗
資

料
展
示
に
お
け
る
「
解
説
」
の
意
義
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
や
棚
橋
の
論
な
ど
か
ら
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
博
物
館
教
育
と
し
て
理
解
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

民
俗
資
料
展
示
で
は
題
箋
（
説
明
札
）
を
付
す
こ
と
に
よ
る
博
物
館
教
育
的
意
義
を
示
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
す
り
抜
け
て
自
身
の
経
験
に
当
て
は
め
や

す
い
た
め
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
を
よ
り
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

博
物
館
展
示　

解
説　

文
字　

民
俗
資
料
展
示　

展
示
批
評
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は
じ
め
に

　

近
年
、
民
俗
資
料
展
示
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
博
学
連
携
（
博
物
館
と
学
校
）
や
、
博
福
連
携
（
博
物
館
と
福
祉
施
設
）
で
用

い
る
昔
の
道
具
の
展
示
で
あ
る
。
前
者
の
連
携
で
は
見
学
時
間
や
授
業
の
意
図
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
後
者
の
連
携
で
は
資
料
を
用
い

た
経
験
の
あ
る
人
々
の
自
由
な
反
応
を
重
視
す
る
た
め
に
、「
解
説
」
を
削
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
こ
で
指
す
と
こ
ろ
の
「
解
説
」
は
、
大
別
し
て
二
種
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
題
箋
や
解
説
パ
ネ
ル
等
に
よ
る
物
的
解

説
、
第
二
に
解
説
員
な
ど
に
よ
る
人
的
解
説
で
あ
る
。
前
者
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
狭
い
空
間
に
詰
め
込
ん
だ
多
く
の
情
報
で
圧
倒
さ
せ
、

展
示
意
図
が
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
展
示
も
み
ら
れ
る
。
一
方
、
後
者
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
展
示
観
覧
の
際
に
人
的
解
説
を
介
さ
な
け
れ

ば
よ
く
理
解
で
き
な
い
展
示
の
存
在
も
看
過
で
き
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
物
的
解
説
の
中
で
も
文
字
情
報
が
み
ら
れ
る
題
箋
及
び
解
説
パ
ネ
ル
を
軸
と
し
て
、
博
物
館
展
示
に
お
い
て
文
字
に
よ
る

「
解
説
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
に
触
れ
、
民
俗
資
料
展
示
に
お
け
る
問
題
点
及
び
そ
の
「
解
説
」
の
意
義
に
つ
い
て
再
検
討

す
る
。
な
お
、
民
具
展
示
と
民
俗
展
示
は
、
前
者
が
モ
ノ
、
後
者
が
モ
ノ
を
媒
介
と
し
て
そ
の
背
景
を
叙
述
す
る
展
示
と
定
義
づ
け
ら
れ

る
が
、
本
稿
で
は
ど
ち
ら
も
含
ん
だ
意
味
と
し
て
民
俗
資
料
展
示
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
民
具
展
示
と
民
俗
展

示
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
用
語
や
博
物
館
現
場
に
お
け
る
混
同
が
み
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
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一
　
博
物
館
展
示
に
お
け
る
解
説
論

1
　
コ
ー
ル
マ
ン
に
よ
る
説
明
札
と
「
解
説
」

　

博
物
館
展
示
の
最
初
の
「
解
説
」
は
、
人
的
解
説
で
あ
る
。
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
み
せ
る
こ
と
に
始
ま
り
、
一
般
公
衆
を
観
覧
者
の

対
象
と
し
た
の
ち
は
、
よ
り
簡
便
に
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
説
明
札
が
付
さ
れ
た
。
説
明
札
と
は
現
在
の
題
箋
で
あ
り
、
資
料
名
称

や
時
代
、
所
蔵
者
な
ど
最
低
限
の
情
報
を
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、
博
物
館
協
会
調
査
部
の
一
記
者
に
よ
る
「
博
物
館
説
明
札
に
関
す
る
諸
問
題
」
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

昭
和
二
年
に
コ
ー
ル
マ
ン
が
論
じ
た
『M

anual for sm
all m

useu

）
1
（m

 

』
の
一
部
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
国
内
で
博
物
館
展
示

に
お
け
る
「
解
説
」
の
問
題
を
提
起
し
た
最
初
の
記
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
説
明
札
は
以
下
の
意
義
を
以
て
付
さ

れ
て
い
る
と
し
て
い
る）

2
（

。

博
物
館
の
説
明
札
は
陳
列
品
を
説
明
す
る
為
め
の
も
の
で
、
教
育
的
意
義
あ
る
陳
列
品
に
對
し
て
は
教
育
の
方
法
と
し
て
無
く
て
は

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
及
び
科
學
的
陳
列
品
に
は
説
明
札
を
附
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
云
ふ
こ
と
は
普
ね
く
認
容
さ
れ
、
其

の
大
切
な
こ
と
に
就
て
疑
を
挿
む
者
の
少
か
る
べ
き
こ
と
は
何
人
に
も
豫
想
し
得
ら
る
ゝ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
解
説
札
は
教
育
的
意
義
の
あ
る
展
示
資
料
に
対
し
て
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
疑
問
を
覚
え
る
人
が
少
な
い

だ
ろ
う
こ
と
は
予
想
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
記
事
は
美
術
作
品
展
示
を
主
軸
に
扱
っ
て
お
り
、
美
術
分
野
に
お
い
て
作
品
を

観
覧
す
る
点
で
は
説
明
札
が
な
い
方
が
よ
い
が
、
疑
問
に
も
対
応
す
べ
く
最
低
限
の
情
報
を
説
明
札
に
付
し
、
説
明
全
文
を
別
冊
に
載
せ

る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
、
説
明
札
を
あ
え
て
付
さ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
「
…
…
教
育
を
目
的
と
す
る
美
術
品
や
歴
史

若
し
く
は
科
學
の
陳
列
品
に
は
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ）

3
（

」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
美
術
分
野
に
お
け
る
作
品
展
示
を
含
め
、
博
物
館
教
育
的
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意
義
を
持
た
せ
る
場
合
に
は
説
明
札
は
必
須
条
件
で
あ
り
、
か
つ
歴
史
分
野
に
と
っ
て
は
必
須
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
説
明
札
を
「
個
別
的
説
明
札
」
と
「
綜
合
的
説
明
札
」
の
二
種
に
大
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
資
料
一
つ
一
つ
に
名
称
の
み
の

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
付
す
「
個
別
的
説
明
札
」
と
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
説
明
す
る
「
綜
合
的
説
明
札
」
の
こ
と
で
あ
る
。『
博
物
館
研
究
』

第
二
巻
第
五
号
で
は
説
明
札
に
関
す
る
記
事
が
多
く
、
以
降
の
号
に
関
し
て
も
説
明
札
の
大
き
さ
や
色
、
文
字
の
大
き
さ
や
フ
ォ
ン
ト
、

配
置
な
ど
の
細
か
い
部
分
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
は
展
示
資
料
よ
り
も
説
明
札
を
目
立
た
せ
な
い
よ
う
、
か
つ
資

料
の
情
報
を
説
明
札
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
伝
え
る
か
を
重
視
し
て
お
り
、
博
物
館
展
示
に
お
け
る
「
解
説
」

の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
説
明
札
の
発
展
が
望
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
人
的
な
解
説
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
補
助
的
な

役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
誰
が
い
つ
来
て
も
あ
る
一
定
の
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
応
対
状
況
に

よ
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
最
低
限
の
情
報
を
説
明
札
に
託
す
意
図
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
日
本
国
内
に
コ
ー
ル
マ
ン
の
論
を
紹
介
し
、
博
物
館
に
お
け
る
展
示
資
料
に
博
物
館
教
育
的
意
義
を
感
ず
る
に
は
説
明
札

が
必
須
で
あ
る
と
し
た
が
、
逆
説
的
に
い
え
ば
説
明
札
が
な
い
展
示
資
料
に
博
物
館
教
育
的
意
義
を
観
覧
者
が
感
ず
る
に
は
、
よ
り
工
夫

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

2
　
文
字
に
よ
る
「
解
説
」

　

昭
和
四
年
に
発
表
さ
れ
た
コ
ー
ル
マ
ン
の
論
の
紹
介
の
の
ち
、「
解
説
」
に
関
す
る
論
は
形
式
的
な
面
の
み
が
重
視
さ
れ
、
機
能
や
意
義

に
触
れ
る
論
文
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
博
物
館
展
示
に
お
け
る
「
解
説
」
は
、
形
式
の
セ

ン
ス
に
傾
き
、
何
を
伝
え
る
の
か
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
る
の
か
が
先
行
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
棚
橋
源
太
郎
は
『
博
物
館
学
綱
要
』
の
中
で
、
説
明
札
の
重
要
性
を
項
の
一
つ
に
挙
げ
、
以
下
の
よ
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う
に
論
じ
て
い
る）

4
（

。

殊
に
科
學
産
業
歴
史
等
の
博
物
館
で
は
、
説
明
札
が
な
け
れ
ば
陳
列
品
が
殆
ん
ど
意
義
を
為
さ
ず
、
博
物
館
と
し
て
の
作
用
を
も
為

さ
な
い
。
説
明
札
は
博
物
館
に
と
つ
て
非
常
に
大
事
で
は
あ
る
が
、
さ
う
か
と
云
つ
て
餘
り
目
立
つ
の
は
禁
物
で
、
こ
れ
を
濫
用
し

て
、
廉
賣
デ
ー
の
品
物
に
附
け
る
特
價
札
の
や
う
に
な
る
の
も
面
白
く
な
い
。

　

つ
ま
り
棚
橋
に
よ
る
と
、
科
学
産
業
歴
史
な
ど
分
野
の
博
物
館
展
示
に
お
い
て
、
説
明
札
は
必
須
で
あ
る
が
、
特
価
札
の
よ
う
に
濫
用

す
る
点
を
面
白
く
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
棚
橋
は
「
藝
術
品
は
鑑
賞
す
る
事
が
眼
目
で
、
歴
史
や
産
業
や
科
學
の
参
考
品
は
理
解
す

る
事
が
主
眼
で
あ
り
、
そ
こ
に
區
別
が
あ
る
の
で
あ
る）

5
（

」
と
し
、
博
物
館
側
の
展
示
意
図
及
び
資
料
へ
の
理
解
の
た
め
に
、
説
明
札
が
あ

る
と
し
て
い
る
。

　

時
を
経
て
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）、『
博
物
館
研
究
』
に
お
い
て
「
博
物
館
の
解
説
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
特
集
が
組
ま
れ
た
。
当

座
談
会
は
、
題
箋
を
含
む
解
説
全
般
を
主
軸
に
置
き
、
多
様
な
視
点
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

中
で
も
当
時
、
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
で
あ
る
松
下
隆
章
は
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（
（

。

戦
後
ア
メ
リ
カ
へ
行
き
驚
い
た
の
は
、
展
示
物
に
解
説
を
つ
け
な
い
で
小
さ
な
ラ
ベ
ル
に
物
の
名
前
と
大
体
の
年
代
を
書
く
だ
け
で

不
親
切
で
は
な
い
か
と
い
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
別
に
カ
タ
ロ
グ
を
売
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
ダ
ブ
ル
こ
と
は
必
要
な
い
。
カ
タ
ロ

グ
が
売
れ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
ね
。

　

松
下
は
、
展
示
の
中
で
物
的
解
説
を
必
要
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。
松
下
が
紹
介
し
た
ア
メ
リ
カ
の
展
示
は
、
展
示
を
よ
り
分
か

り
や
す
く
、
詳
し
く
「
解
説
」
す
る
た
め
に
、
展
示
と
セ
ッ
ト
で
カ
タ
ロ
グ
を
必
須
と
す
る
展
示
の
あ
り
方
で
あ
る
。
反
面
、
カ
タ
ロ
グ

な
し
で
は
、
展
示
が
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

一
方
、
同
年
、
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
の
館
長
で
あ
っ
た
千
地
万
造
は
、「
解
説
」
の
多
様
な
手
法
の
中
で
、
文
字
に
よ
る
解
説
を
重
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要
視
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
千
地
に
よ
る
と
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
は
展
示
室
内
に
お
け
る
解
説
パ
ネ
ル
と
印
刷
物
と
に
分
か
れ
る

と
し
て
い
る
。
前
者
を
技
術
的
な
面
だ
け
で
な
く
、「
ど
の
よ
う
な
観
客
に
訴
え
か
け
る
の
か
と
い
う
点
を
明
確
に
し
、
内
容
に
た
ち
入
っ

た
吟
味
が
必
要
で
あ
る）

7
（

」
と
し
、
形
式
面
の
み
の
論
が
飛
び
交
う
中
で
、
そ
の
意
義
を
問
う
て
い
る
。
千
地
の
論
の
場
合
、
説
明
札
（
ラ

ベ
ル
・
題
箋
）
は
範
疇
に
な
い
。
千
地
は
解
説
パ
ネ
ル
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（
（

。

で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
に
で
も
わ
か
り
、
か
つ
あ
る
程
度
の
内
容
を
盛

り
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
、
不
可
能
な
面
が
あ
る
が
、
い
く
ら
か
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
を
作

る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

千
地
は
続
け
て
、
三
点
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
テ
ー
マ
展
示
は
そ
の
意
図
を
小
学
生
に
も
読
み
取
れ
る
よ
う
な
も
の
と
す
る

こ
と
、
第
二
に
展
示
物
の
群
を
解
説
す
る
場
合
は
中
学
生
及
び
高
校
生
が
分
か
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
第
三
に
個
々
の
展
示
資
料
に
は
高

校
生
以
上
を
対
象
と
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
千
地
は
、
展
示
の
テ
ー
マ
の
理
解
ま
で
が
小
学
生
の
理
解
し
得
る
も
の
と

し
、
そ
の
資
料
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
資
料
群
か
ら
何
が
分
か
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
対
象
年
齢
を
上
げ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
博
物
館
展
示
の
中
で
、
ビ
デ
オ
や
解
説
員
等
の
動
的
手
法
を
取
ら
ず
、
か
つ
コ
ス
ト
を
抑
え
、
い
つ
で
も
展
示
を
観
覧
す
る

こ
と
で
一
定
の
情
報
が
伝
達
で
き
る
点
を
重
視
し
た
。
千
地
の
論
で
は
、
理
解
度
別
の
解
説
利
用
を
図
っ
て
い
る
た
め
、
展
示
の
タ
ー
ゲ

ッ
ト
を
一
つ
に
絞
る
必
要
は
な
く
、
万
民
に
開
か
れ
た
展
示
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

千
地
の
論
は
テ
ー
マ
展
示
の
理
解
を
小
学
生
レ
ベ
ル
ま
で
簡
易
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
故
こ
の
展
示
を
行
う
の
か
、
こ
の
展
示
の
意

味
す
る
点
は
何
か
と
い
う
基
本
的
な
情
報
を
共
有
の
下
地
に
置
き
つ
つ
、
成
長
し
て
博
物
館
を
再
訪
し
た
際
に
は
新
た
な
発
見
が
あ
る
と

い
う
効
果
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）、
樋
口
政
則
は
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
に
つ
い
て
、
歴
史
展
示
に
限
定
し
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る）

（
（

。
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展
示
意
図
を
実
現
す
る
に
は
、
展
示
意
図
に
沿
っ
た
解
説
が
必
要
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
展
示
意
図
の
基
盤
と
な
っ
た
歴
史
叙
述
そ

の
も
の
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
展
示
制
作
者
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
言
語
情
報
と
は

限
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
展
示
に
お
い
て
伝
達
す
る
場
合
、
資
料
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
画
像
や
模
型
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
言

語
に
よ
る
叙
述
が
欠
か
せ
な
い
。
展
示
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
文
字
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

樋
口
は
「
解
説
」
に
お
け
る
文
字
の
必
要
性
を
提
示
し
な
が
ら
も
、「
過
剰
な
解
説
は
、『
モ
ノ
』
を
提
示
す
る
価
値
を
減
じ
か
ね
な
い）

（1
（

」

と
し
、
文
字
が
解
説
を
左
右
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
、
棚
橋
は
コ
ー
ル
マ
ン
の
論
に
沿
い
な
が
ら
も
、
日
本
の
民
俗
資
料
展
示
の
再
現
展
示
に
雰
囲
気
重
視
で
配
置
さ
れ
た
資
料
群

）
（（
（

に

よ
く
み
ら
れ
る
「
特
價
札
の
や
う
」
な
説
明
札
を
問
題
視
し
て
い
る
と
い
え
る
。
棚
橋
は
科
学
産
業
歴
史
な
ど
の
博
物
館
展
示
に
お
い
て
、

説
明
札
を
必
須
と
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
資
料
一
点
一
点
に
付
す
だ
け
で
は
、
そ
の
資
料
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
以
て
展
示
に
配

さ
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
博
物
館
教
育
に
お
い
て
、
説
明
札
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
と
と
も

に
、
説
明
札
を
付
す
こ
と
に
よ
り
何
を
伝
達
し
た
い
の
か
と
い
う
展
示
企
画
者
の
意
図
の
介
在
を
も
重
要
視
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
僅
か
な
文
字
情
報
で
あ
る
説
明
札
が
及
ぼ
す
影
響
は
、
樋
口
も
指
摘
す
る
よ
う
に
良
く
も
悪
く
も
大
き
い
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
説
明
札
は
、
観
覧
者
が
そ
の
資
料
に
対
し
て
博
物
館
の
展
示
資
料
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
一
つ
の
表
現
方
法
で
も
あ
り
、

展
示
資
料
に
説
明
札
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
博
物
館
資
料
と
し
て
の
価
値
づ
け
を
明
確
に
周
知
す
る
事
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
ゆ
え

に
、
単
な
る
モ
ノ
で
な
く
、
博
物
館
教
育
上
に
必
要
な
博
物
館
資
料
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
、
説
明
札
に
よ
っ
て
そ
の
点
が
視
覚
化
さ
れ
、

観
覧
者
へ
の
ガ
イ
ド
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
松
下
が
紹
介
し
た
ア
メ
リ
カ
の
事
例
か
ら
、
カ
タ
ロ
グ
に
「
解
説
」
機
能
を
託
す
点
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
論
に
お
け
る
美
術
作
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品
を
観
覧
す
る
際
の
別
冊
を
用
い
る
点
と
同
様
の
発
想
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
棚
橋
の
問
題
視
す
る
「
特
價
札
の
や
う
」
な
説
明

札
を
避
け
る
べ
く
、
別
冊
を
み
な
が
ら
の
観
覧
ス
タ
イ
ル
で
展
示
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
二
点
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
棚
橋
は
「
特
價
札
の
や
う
」
な
説
明
札
を
問
題
視
し
、
松
下
は
資
料
名
称
等

の
基
本
情
報
を
記
し
た
説
明
札
よ
り
も
若
干
な
が
ら
詳
細
に
書
か
れ
た
解
説
、
す
な
わ
ち
ミ
ニ
解
説
パ
ネ
ル
に
値
す
る
も
の
を
資
料
と
並

列
し
て
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
説
明
札
は
博
物
館
教
育
的
意
義
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
文
字
情
報
で
あ
る
が
、

観
覧
者
に
と
っ
て
最
低
限
の
情
報
で
は
物
足
り
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
下
が
挙
げ
た
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
事
例
は
、
カ
タ
ロ

グ
が
あ
っ
て
こ
そ
完
成
す
る
展
示
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
、
カ
タ
ロ
グ
を
購
入
し
な
け
れ
ば
展
示
意
図
を
理
解
し
得
な
い
展
示
は
、
宣

伝
時
に
お
い
て
も
魅
力
が
半
減
し
、
何
よ
り
観
覧
す
る
た
め
に
訪
れ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
に
力
を
入
れ
た
展
示
で
も
意
味
が
な

い
。
説
明
札
が
目
立
た
ず
に
短
文
で
観
覧
者
の
心
に
訴
え
か
け
る
こ
と
に
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
解
説
パ
ネ
ル
や
カ
タ
ロ
グ
、
人
的
解
説
へ

の
興
味
を
ひ
く
た
め
の
工
夫
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
展
示
資
料
に
注
目
す
る
時
、
ま
さ
に
説
明
札
（
題
箋
）
は
展
示
の

入
口
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
日
本
の
博
物
館
が
展
示
内
の
資
料
に
付
さ
れ
た
説
明
札
や
解
説
パ
ネ
ル
で
展
示
意
図
を
伝
え
、
さ
ら
に
詳
し
く
知
り
た
い
人

の
た
め
に
別
冊
で
あ
る
図
録
や
解
説
シ
ー
ト
を
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
博
物
館
展
示
と
い
う
狭
く
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
伝

え
ら
れ
る
事
は
僅
か
で
あ
り
、
全
て
を
伝
え
よ
う
と
し
過
ぎ
る
あ
ま
り
、
情
報
過
多
に
な
る
こ
と
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
図
録
や

解
説
シ
ー
ト
に
よ
り
、
千
地
が
行
っ
た
よ
う
な
人
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
方
法
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
解
説
」
は
本

来
、
同
じ
空
間
の
展
示
を
観
覧
し
な
が
ら
、
不
特
定
多
数
の
人
々
の
知
的
好
奇
心
に
働
き
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
ツ
ー
ル
な
の
で
あ
る
。

　

説
明
札
に
は
、
解
説
パ
ネ
ル
ほ
ど
の
詳
細
な
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
博
物
館
に
帰
属
す
る
資
料
と
し
て
の
価
値
づ

け
に
説
明
札
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
何
故
そ
の
博
物
館
に
と
っ
て
学
術
的
価
値
が
あ
る
と
判
断
し
て
収
集
・
保
管
し
て
い
る
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か
が
、
短
文
で
周
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
字
に
よ
る
解
説
を
必
要
と
し
な
い
展
示
は
大
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
観
覧

者
に
よ
っ
て
は
、
下
地
と
な
る
最
低
限
の
情
報
を
知
ら
ず
に
展
示
を
観
覧
し
て
い
る
こ
と
も
ま
ま
あ
り
、
単
に
資
料
や
資
料
群
か
ら
何
が

見
え
て
く
る
か
を
窺
い
知
ら
ぬ
ま
ま
、
展
示
を
後
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
本
論
で
注
目
す
る
民
俗
資
料
展
示
な
ら
ば
、
和
室
や
障
子
、
ヤ

カ
ン
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
和
室
の
再
現
展
示
で
構
造
を
理
解
は
す
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
く
ら
い
「
む
か
し
」
の
こ
と
で
、
ど
の

道
具
と
同
じ
く
ら
い
の
時
期
に
広
ま
っ
た
も
の
で
、
い
ま
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
か
が
分
か
り
に
く
い
。
現
代
の
都
市
部
で
生
活
す
る
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
「
む
か
し
」
の
概
念
は
、
地
方
の
現
在
の
生
活
文
化
に
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
誤
解
を
生
む

展
示
は
、
人
と
の
亀
裂
を
生
む
結
果
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
現
代
社
会
に
お
い
て
、
文
字
は
横
文
字
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
メ
ー
ル
と
い
っ
た
手
軽
か
つ
簡
便
な
文
字
の
交
換
が
日
常
で
あ
る
点
か

ら
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
は
短
文
か
つ
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
視
点
の
必
要
性
を
一
層
強
く
し
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
慣
れ
た
人
々
に

と
っ
て
、
文
字
は
読
む
も
の
で
は
な
い
。
短
文
を
感
じ
取
り
、
反
射
的
に
反
応
を
示
す
の
で
あ
り
、
長
文
は
読
ま
な
い
。

　

解
説
パ
ネ
ル
に
記
さ
れ
た
長
文
の
文
字
を
読
む
こ
と
を
良
し
と
す
る
の
で
は
な
く
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
が
展
示
に
お
け
る
一
定
の

情
報
伝
達
と
な
り
、
そ
れ
が
入
口
と
な
り
得
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
文
字
を
読
む
の
で
な
く
、
感
じ
る
現
代
に
お
い
て
、
文
字
を
最
後

ま
で
読
ん
で
も
ら
う
工
夫
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
に
貴
重
な
も
の
・
珍
し
い
も
の
、
自
身
に
と
っ
て
懐
か
し
い
も
の
だ
け
で
な
い
、
展

示
企
画
者
に
よ
る
展
示
意
図
の
伝
達
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3
　
小
結

　

説
明
札
は
、
単
な
る
モ
ノ
を
博
物
館
教
育
に
用
い
る
博
物
館
資
料
と
し
て
の
価
値
づ
け
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
説
明
札

を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
形
式
的
な
部
分
は
発
達
し
た
が
、
説
明
札
の
内
容
か
ら
そ
の
効
果
を
検
討
す
る
論
の
展
開
は
あ
ま
り
活
発
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と
は
い
え
な
い
。
説
明
札
の
本
来
的
意
義
は
、
博
物
館
資
料
と
し
て
そ
の
モ
ノ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
こ
の
展
示
に
ど
う
作

用
す
る
の
か
を
短
文
で
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
点
を
不
特
定
多
数
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
し
て
気
づ
い
て
も
ら
い
、
考
え
て

も
ら
え
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
博
物
館
展
示
に
お
い
て
、
物
的
解
説
の
一
部
で
あ
る
説
明
札
は
博
物
館
教
育
に
必
須
で
あ
り
、
鑑
賞
で
な
く
理
解
を
深
め
る
た
め

の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
理
解
と
は
、
展
示
企
画
者
の
意
図
で
あ
り
、
そ
の
資
料
に
つ
い
て
の
知
識
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
説
明
札
は
単

な
る
札
で
は
な
く
、
博
物
館
教
育
に
と
っ
て
民
俗
資
料
展
示
が
教
育
的
で
あ
る
点
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
も
不
可
欠
な
情
報
伝
達
の
ツ
ー

ル
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
説
明
札
や
解
説
パ
ネ
ル
に
お
け
る
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
は
、
短
文
か
つ
簡
易
な
文
章
が
飛
び
交
う
現
代
社
会
に
お
い
て
、

よ
り
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二
　
民
俗
資
料
展
示
に
お
け
る
「
解
説
」

1
　
民
俗
資
料
展
示
の
問
題
点

　

前
章
で
は
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
を
述
べ
た
。
し
か
し
民
俗
資
料
展
示
に
お
い
て
、「
解
説
」
へ
の
理
解
は
他
分

野
よ
り
も
難
し
い
と
い
え
る
。
主
に
、
そ
の
理
由
は
生
活
に
身
近
な
道
具
を
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
モ
ノ
を
使
用
し
た
経
験
者
に
と
っ

て
は
博
物
館
資
料
で
な
く
、
自
分
も
使
用
し
て
い
た
（
あ
る
い
は
似
た
も
の
を
み
た
こ
と
が
あ
る
）
道
具
に
他
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
博
物

館
資
料
と
し
て
題
箋
や
解
説
パ
ネ
ル
等
の
「
解
説
」
を
付
し
、
丁
重
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
違
和
感
を
覚
え
る
声
も
絶
え
な

い
。
つ
ま
り
民
俗
資
料
展
示
に
お
い
て
は
、
題
箋
（
説
明
札
）
を
付
す
こ
と
に
よ
る
博
物
館
教
育
的
意
義
を
示
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を



（1　民俗資料展示における「解説」とその意義

す
り
抜
け
て
自
身
の
経
験
に
当
て
は
め
や
す
い
た
め
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
を
よ
り
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

樋
口
が
論
じ
た
歴
史
展
示
に
お
け
る
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
は
、
歴
史
展
示
な
ら
で
は
の
資
料
そ
の
も
の
が
文
字
情
報
の
宝
庫
で
あ
る

が
故
の
論
で
も
あ
る
が
、
一
方
、
民
俗
資
料
展
示
は
資
料
そ
の
も
の
の
文
字
情
報
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
ず
、
既
視
感
の
あ
る
資
料

が
展
示
さ
れ
て
い
る
と
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
に
注
目
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
、
解
説
パ
ネ
ル
に
お
け
る
図
や

表
、
絵
な
ど
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
文
字
の
み
と
は
限
ら
な
い
。

　

民
俗
資
料
展
示
の
問
題
点
は
、
以
下
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
展
示
の
意
図
を
読
み
取
る
事
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
の
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
に
添
え
る
こ
と
が

少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
俗
資
料
は
人
々
の
生
活
を
扱
う
た
め
、
地
域
や
家
庭
の
差
も
加
味
す
る
と
、
一
点
の
資
料
の
使
用
期
間
は
ピ
ン

ポ
イ
ン
ト
で
具
体
的
に
は
言
え
な
い
。
加
え
て
、
工
業
製
品
で
全
国
的
に
流
通
し
て
い
る
モ
ノ
を
収
集
・
保
管
・
展
示
す
る
こ
と
に
対
し

て
は
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
行
う
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
解
答
を
明
確
に
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
結
果
、
展
示
意
図
が
理
解
さ
れ

ず
に
昔
の
道
具
が
単
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
場
所
を
、
人
的
解
説
頼
り
も
し
く
は
解
説
な
し
の
、
い
わ
ば
美
術
鑑
賞
の
よ
う
に
観
覧

す
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

先
に
挙
げ
た
棚
橋
の
論
の
通
り
、
美
術
作
品
展
示
の
作
品
の
み
の
鑑
賞
と
同
様
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
を
理
解

す
る
手
助
け
に
は
な
ら
ず
、
博
物
館
教
育
と
も
い
え
ず
、
個
人
の
感
想
を
引
き
出
す
た
め
だ
け
の
展
示
に
な
っ
て
し
ま
う
の
な
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
歴
史
分
野
、
特
に
民
俗
資
料
展
示
に
と
っ
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
種
の
連
携
に
左
右
さ
れ
ず
、
軸
と
な
る

民
俗
資
料
展
示
に
お
け
る
物
的
解
説
が
存
在
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
民
俗
資
料
は
雑
多
な
も
の
も
多
い
こ
と
で
あ
る
。
何
か
の
部
品
、
何
か
の
一
部
も
ま
た
、
民
俗
資
料
と
し
て
収
集
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
ま
た
、
個
人
旅
行
で
収
集
し
た
民
芸
品
が
入
る
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
を
後
世
に
残
す
意
義
が
明
確
で
な
い
も
の
も
多
々
み
ら
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れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
再
解
釈
し
、
雑
多
な
も
の
か
ら
民
俗
資
料
へ
と
昇
華
さ
せ
、「
解
説
」
を
用
い
て
観
覧
者
と
展
示
を
繋
げ
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。
民
俗
資
料
が
単
に
あ
る
世
代
に
共
通
す
る
思
い
出
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
思
い
出
の
裏
の
情
報
を
引
き
出
し
、「
解
説
」
で

提
示
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
雑
多
な
も
の
か
ら
の
気
づ
き
を
促
す
、
博
物
館
教
育
に
お
い
て
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
民
俗
資
料
展
示
に
対
す
る
議
論
が
あ
ま
り
活
発
と
は
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
資
料
展
示
は
、
学
校
連
携
展
示
と
し
て

固
定
化
し
て
い
る
博
物
館
も
み
ら
れ
、
自
由
が
利
か
な
い
場
合
も
あ
る
。
仮
に
博
学
連
携
展
示
と
し
た
な
ら
ば
、
も
の
の
移
り
変
わ
り
が

重
視
さ
れ
や
す
く
、
文
字
な
ど
の
物
的
解
説
よ
り
も
、
人
的
解
説
を
主
眼
に
置
く
こ
と
が
多
く
な
る
。
加
え
て
、「
も
の
の
移
り
変
わ
り
」

を
理
解
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
や
す
い
た
め
に
、
民
俗
資
料
展
示
へ
の
問
題
意
識
が
薄
く
な
る
点
も
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
単
発

の
事
例
紹
介
そ
の
も
の
か
ら
窺
い
知
れ
る
情
報
は
あ
ま
り
期
待
で
き
ず
、
中
に
は
い
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
事
例
も
あ
り
、
実
際
の

問
題
点
は
浮
き
彫
り
に
な
り
に
く
い
点
も
指
摘
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
民
俗
資
料
展
示
に
関
す
る
議
論
を
行
う
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

2
　
民
俗
資
料
展
示
論
に
み
る
「
解
説
」

　

こ
の
項
で
は
、
民
俗
資
料
展
示
論
の
「
解
説
」
の
特
徴
を
捉
え
る
た
め
、
論
史
の
大
き
な
流
れ
を
述
べ
る
。

　

民
俗
資
料
展
示
論
を
総
体
的
に
ま
と
め
た
の
は
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
の
宮
本
馨
太
郎
の
論
で
あ
る）

（1
（

。
宮
本
の
論
で
は
、
民

俗
分
野
の
展
示
を
目
的
・
機
関
・
場
所
の
三
種
に
分
類
し
、
静
的
か
つ
平
面
的
な
展
示
を
避
け
る
べ
き
と
し
た
。
こ
の
論
か
ら
、
民
俗
資

料
展
示
論
の
確
立
に
向
け
た
動
き
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。

　

昭
和
四
十
年
代
に
は
、
神
埼
宣
武
や
田
辺
悟
、
勝
部
正
郊
、
潮
田
鉄
雄
、
内
田
賢
作
な
ど
に
よ
り
、
次
々
と
見
解
が
発
表
さ
れ
、
活
発

な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
ま
ず
、
昭
和
四
十
五
年
の
神
埼
の
論
で
は
、
分
か
り
や
す
く
か
つ
「
何
か
を
与
え
る
展
示
方
法
」
の
一
つ
と
し
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て
、
体
験
展
示
に
よ
り
「
そ
の
民
具
の
使
わ
れ
た
生
活
の
場
を
再
現
し
て
そ
れ
に
誰
も
が
参
加
で
き
る
方
法

）
（1
（

」
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

同
年
に
田
辺
は
懐
古
趣
味
や
過
去
へ
の
郷
愁
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、「『
過
去
を
ふ
ま
え
て
現
代
を
思
考
し
、
将
来
を
ど
う
方
向
づ
け
る

か
』
と
い
う
歴
史
的
な
基
盤
に
立
脚
し
て
の
展
示

）
（1
（

」
の
重
要
性
を
説
き
、
事
例
と
し
て
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
糸
車
の
比
較
展
示
を
挙
げ

て
い
る
。
ま
た
同
年
、
勝
部
は
懐
古
性
の
強
い
展
示
と
比
較
展
示
の
違
い
に
明
確
な
区
別
が
必
要
で
あ
る
と
し
、「
考
え
さ
せ
る
説
明

）
（1
（

」
を

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
昭
和
四
十
七
年
に
潮
田
は
、「『
民
具
の
調
査
研
究
の
集
約
が
展
示
に
な
る
』
と
云
え
よ
う
…
…
民
具
を
た

だ
生
産
や
作
業
工
程
の
順
に
並
べ
て
見
せ
る
、
と
云
っ
た
こ
と
で
は
な
い）

（1
（

」
と
し
、
科
学
展
示
の
あ
り
方
に
触
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
八

年
の
内
田
の
論
で
は
、
無
形
民
俗
資
料
の
中
で
も
特
に
民
俗
芸
能
に
つ
い
て
、
そ
の
本
質
を
伝
え
る
に
は
衣
裳
や
用
具
を
保
管
し
な
が
ら

展
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
上
演
や
各
種
道
具
な
ど
の
製
作
使
用
な
ど
の
技
術
面
の
展
示
が
重
要
で
あ
る
点
を
論
じ
て
い
る）

（1
（

。

　

昭
和
五
十
年
に
は
、
岩
井
宏
實
が
『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
』
の
民
具
講
座
の
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
全
四
回
の
展
示
論
を
論
じ
て
い
る
。
や

は
り
宮
本
と
同
様
、
民
俗
資
料
展
示
論
の
基
礎
を
確
立
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
い
え
る
。
岩
井
は
こ
の
中
で
、「
既
成
の
研
究

成
果
を
元
に
解
説
や
教
育
的
配
慮
を
行
う
だ
け
な
ら
ば
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
百
貨
店
な
ど
の
展
示
と
の
違
い
が
な
く
な
り
、
結
果
、
博
物
館

の
存
在
意
義
の
消
滅
も
あ
り
得
る
」
と
、
厳
し
い
目
で
み
つ
め
て
い
る
。
ま
た
、
民
俗
資
料
展
示
の
命
題
で
も
あ
る
懐
古
性
に
つ
い
て
、

「
い
た
ず
ら
に
懐
古
趣
味
を
誘
う
た
り
、
過
去
へ
の
郷
愁
だ
け
を
植
え
つ
け
る
結
果
に
終
る
危
険
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る）

（1
（

」
と
し
、
懐
古
趣

味
に
捉
わ
れ
な
い
博
物
館
展
示
な
ら
で
は
の
展
示
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。

　

岩
井
は
さ
ら
に
、
露
出
さ
れ
た
体
験
展
示
と
民
俗
資
料
展
示
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
注
意
点
を
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。

ケ
ー
ス
外
で
観
覧
者
の
手
に
触
れ
ら
れ
る
展
示
だ
け
は
、
あ
ま
り
に
も
身
近
に
あ
り
す
ぎ
る
た
め
、
個
々
の
点
に
つ
い
て
は
よ
く
理

解
で
き
て
も
、
大
き
な
流
れ
の
中
で
系
統
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
に
す
る
し
、
親
し
み
か
ら
よ
り
以
上
に
懐
古
趣
味
だ
け

を
誘
発
す
る
お
そ
れ
も
生
じ
て
く
る
。
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岩
井
は
、
体
験
展
示
の
効
果
を
知
り
な
が
ら
も
、
民
俗
資
料
に
触
れ
る
こ
と
で
何
が
分
か
る
か
を
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
宮
本

常
一
や
武
士
田
忠
に
よ
る
民
俗
資
料
展
示
に
表
れ
る
間
違
っ
た
解
釈
へ
の
指
摘

）
11
（

が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
や
大
塚

和
義
ら
に
よ
り
、
資
料
そ
の
も
の
で
な
く
、
資
料
の
背
景
に
あ
る
も
の
へ
の
注
目
の
必
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。

　

平
成
十
三
年
に
は
、
鈴
木
通
大
に
よ
り
展
示
批
評
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
鈴
木
は
展
示
批
評
の
視
点
が
人
に
よ
り
異
な
り
、
必
ず

し
も
要
点
を
指
摘
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
批
評
も
存
在
す
る
と
し
、「
同
一
の
展
示
に
対
し
て
複
数
の
批
評
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

ら
な
い
と
真
の
意
味
で
の
展
示
批
評
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か）

11
（

」
と
し
て
い
る
。
こ
の
展
示
批
評
へ
の
指
摘
は
次
節
で
詳
し
く
扱
う
が
、

民
俗
資
料
展
示
を
よ
り
よ
い
も
の
と
す
る
た
め
に
批
評
し
な
が
ら
も
、
そ
の
不
足
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　

民
俗
資
料
展
示
論
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
は
、
平
成
二
十
年
の
岩
﨑
竹
彦

）
11
（

の
論
以
降
で
あ
る
。
岩
﨑
の
論
を
き
っ
か
け
に
、
介

護
と
民
俗
学
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
医
療
分
野
で
行
わ
れ
て
い
る
回
想
法
と
い
う
手
法
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
博

福
連
携
と
い
う
言
葉
が
表
れ
、
博
物
館
は
勿
論
、
民
俗
学
に
と
っ
て
も
社
会
的
寄
与
に
値
す
る
と
謳
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
大
き
な
流
れ
を
概
観
し
た
が
、
民
俗
資
料
展
示
論
に
お
い
て
四
点
の
指
摘
が
で
き
よ
う
。

　

第
一
に
、
従
来
の
専
門
的
分
類
展
示
か
ら
、
一
般
大
衆
向
け
の
「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
を
目
指
す
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
物
的
解
説
の
中
で
も
静
的
な
説
明
札
で
は
な
く
、「
解
説
」
を
よ
り
動
的
か
つ
立
体
的
に
表
現
す
る
方
向
へ
と
論
が
展
開
し
て
い

っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
展
示
資
料
と
説
明
札
と
の
二
方
向
か
ら
の
情
報
の
時
代
か
ら
脱
し
、
展
示
手
法
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
変
え
る
こ
と
に
よ
る
「
解
説
」
の
意
外
性
の
演
出
を
求
め
て
い
っ
た
と
も
い
え
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
で
は
な
く
、
そ
の
資
料
を

観
覧
し
た
時
に
自
然
と
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
「
解
説
」
の
必
要
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
答
え
の
一
つ
が
、
第
二
に
挙
げ
る
懐
古
性
で
あ
る
。
懐
古
性
は
、
生
活
に
卑
近
な
道
具
を
扱
う
民
俗
資
料
に
と
っ
て
切
り
離
す
こ

と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。
動
的
か
つ
立
体
的
な
展
示
を
求
め
る
中
で
、
説
明
札
と
資
料
の
陳
列
に
よ
る
静
的
か
つ
平
面
的
な
展
示
か
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ら
漂
う
の
は
、
専
門
分
類
的
な
難
解
さ
と
同
時
に
懐
古
性
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
動
的
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
示

は
、
従
来
の
系
統
的
分
類
的
展
示
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
題
箋
を
付
け
て
並
べ
る
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、
資
料
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
映

像
を
駆
使
し
た
り
す
る
な
ど
の
、
内
容
や
外
観
の
立
体
的
な
展
示
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

展
示
意
図
が
分
か
り
に
く
く
、
し
か
も
専
門
的
な
知
識
の
伝
達
な
ら
ば
、
理
解
が
難
し
く
、
観
覧
者
自
身
の
身
の
回
り
か
ら
展
示
を
観

覧
す
る
た
め
に
懐
古
あ
る
い
は
珍
し
い
と
い
う
印
象
し
か
感
じ
取
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
民
俗
資
料
展
示
に
お
い
て
、
文
字
に
よ
る
「
解

説
」
で
あ
る
解
説
札
は
、
よ
ほ
ど
展
示
意
図
を
明
確
に
し
、
か
つ
そ
の
伝
達
に
解
説
札
が
必
要
不
可
欠
な
状
態
で
な
け
れ
ば
、
懐
古
性
に

囚
わ
れ
や
す
い
と
い
え
よ
う
。

　
「
解
説
」
は
、
一
方
で
懐
古
性
に
留
ま
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
論
も
同
時
に
表
れ
て
い
る
。「
解
説
」
の
方
法
は
説
明
札
を
は
じ
め
多

様
で
あ
る
が
、
動
的
か
つ
立
体
的
な
展
示
こ
そ
分
か
り
や
す
い
、
つ
ま
り
展
示
意
図
を
読
み
取
り
や
す
い
と
い
う
論
調
の
中
、
そ
の
流
れ

に
伴
う
懐
古
性
の
助
長
の
危
惧
と
、
展
示
に
調
査
研
究
の
成
果
を
反
映
す
る
重
要
性
を
説
く
論
も
活
発
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
解

説
」
に
専
門
性
な
い
し
調
査
研
究
の
成
果
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
の
一
解
釈
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

動
的
か
つ
立
体
的
な
展
示
を
推
奨
し
た
結
果
、「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
に
近
づ
い
た
が
、
そ
れ
に
伴
い
、
民
俗
資
料
が
持
つ
懐
古
性
な
い

し
擬
似
懐
古
性

）
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が
表
面
化
し
、
問
題
視
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

何
を
「
解
説
」
で
明
ら
か
に
し
、
伝
え
る
の
か
と
い
う
点
は
、
田
辺
や
勝
部
、
岩
井
ほ
か
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
文
字
に
よ
る
「
解

説
」
の
裏
の
重
要
性
が
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
解
説
札
に
も
表
現
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
文
字
の
裏
の
解
説
に
気
づ
か
せ
る
ヒ
ン
ト
を
伝

え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
重
要
性
の
指
摘
に
留
ま
り
、
肝
心
の
事
例
を
挙
げ
て
の
論
は
少
な
い
。
理
想
は
掲
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
何
を
以
て
解
消
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
判
断
基
準
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
理
想
に
限
り
な
く
届
い
た
と
万
人
が
頷
く
よ

う
な
民
俗
資
料
展
示
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
民
俗
資
料
展
示
論
に
お
い
て
、
理
想
と
さ
れ
る
展
示
は
、
千
地
が
論
じ
た
よ
う
な
段
階
的
な
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理
解
度
別
の
「
解
説
」
で
は
な
く
、
自
身
の
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
、
内
容
と
し
て
の
動
的
か
つ
立
体
的
な

「
解
説
」
を
介
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
題
箋
や
解
説
パ
ネ
ル
な
ど
の
「
解
説
」
を
取
り
除
き
、
い
わ
ば
美
術
作
品
展
示
の
作
品
鑑
賞
の
よ
う
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。

た
だ
し
、「
解
説
」
の
最
小
限
の
単
位
で
あ
り
、
博
物
館
資
料
と
し
て
の
存
在
意
義
で
も
あ
る
説
明
札
ま
で
も
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

博
物
館
教
育
に
供
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
と
同
義
な
の
で
あ
る
。
特
に
日
本
の
博
物
館
教
育
に
は
、
説
明
札
が
不
可
欠
と
認
識
さ

れ
て
き
た
た
め
、
説
明
札
を
取
り
除
い
た
「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
の
影
響
は
大
き
く
、
民
俗
資
料
展
示
と
は
何
か
と
い
う
究
極
の
問
い

を
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
は
、
資
料
と
観
覧
者
を
意
図
的
に
結
ぶ
た
め
の
最
低
限
の
情
報
で
あ

り
な
が
ら
も
、
こ
れ
が
過
少
過
多
に
な
る
と
、「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
か
ら
乖
離
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
字
に

よ
る
「
解
説
」
を
外
す
と
、
資
料
と
観
覧
者
を
結
ぶ
の
は
、
観
覧
者
の
興
味
関
心
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
自
発
的
と
も
い
え
る
も
の

の
、
資
料
を
展
示
す
る
意
図
は
お
ろ
か
資
料
そ
の
も
の
の
正
し
い
理
解
か
ら
ま
で
も
離
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
こ
れ
を
民
俗
資
料
展
示
に

置
き
換
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
は
、
民
俗
資
料
展
示
に
お
い
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

第
四
に
、
民
俗
資
料
展
示
論
で
は
、
展
示
批
評
に
つ
い
て
論
ず
る
研
究
者
は
非
常
に
少
な
い
。
ま
た
各
論
は
、
具
体
事
例
を
挙
げ
る
こ

と
も
稀
で
あ
り
、
加
え
て
展
示
を
批
評
す
る
ま
で
は
進
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
展
示
批
評
に
注
目
す
る
理
由
と
し
て
、
民
俗
資
料
展
示
を

観
覧
し
た
結
果
で
あ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
鈴
木
が
論
ず
る
よ
う
に
、
本
来
的
な
展
示
批
評
は
複
数
の
視
点
か
ら
一
つ
の
展
示
を

批
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
研
究
者
自
身
の
経
験
か
ら
論
じ
て
い
る
民
俗
資
料
展
示
論
と
し
て
扱
う
な
ら
ば
、
研
究
者
視
点
か
ら
ど

の
よ
う
に
民
俗
資
料
展
示
を
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
具
体
的
で
な
く
、
一
般
論

を
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
論
も
み
ら
れ
る
の
は
否
め
な
い
。
大
半
の
論
文
・
報
告
な
ど
で
は
、
従
来
の
展
示
か
ら
一
般
大
衆
向
け
の
「
わ
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か
り
や
す
い
展
示
」
へ
の
変
化
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
懐
古
性
が
問
題
視
さ
れ
、
比
較
な
ど
の
調
査
研
究
を
元
に
学
術
的
意
義
の
重
要

性
の
再
認
識
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
物
主
義
の
み
に
凝
り
固
ま
る
の
で
な
く
、
そ
の
資
料
を
通
じ
た
民
俗
事
象
の
展
示
の
必

要
性
が
示
さ
れ
、
そ
の
一
大
具
現
化
が
介
護
と
民
俗
学
、
す
な
わ
ち
回
想
法
の
有
効
性
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
展
示
批
評
を
深
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
を
具
体
事
例
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
展
示
批
評

そ
の
も
の
の
確
立
が
先
と
い
う
考
え
が
強
い
と
い
え
よ
う
。

　

研
究
者
目
線
に
よ
る
展
示
批
評
は
、「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
研
究
者
目
線
の
専

門
的
分
類
展
示
の
批
判
か
ら
生
ま
れ
た
動
的
か
つ
立
体
的
な
「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
民
俗
分
野
に
お
い

て
、
そ
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
伝
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
視
点
は
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
う
え
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
「
わ
か

り
や
す
い
展
示
」
に
仕
上
げ
る
の
か
と
い
う
議
論
が
活
発
に
な
る
こ
と
こ
そ
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
を
考
え
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

3
　
小
結

　

民
俗
資
料
展
示
に
お
い
て
、
静
的
か
つ
平
面
的
、
専
門
的
分
類
展
示
の
脱
却
が
図
ら
れ
た
。
物
的
解
説
の
中
で
も
、
特
に
文
字
に
よ
る

「
解
説
」
で
は
な
く
、
参
加
型
等
の
動
的
か
つ
立
体
的
な
「
解
説
」
が
試
み
ら
れ
、
そ
れ
が
「（
展
示
意
図
が
）
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
と

し
て
推
進
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
動
的
か
つ
立
体
的
な
「
解
説
」
は
、
民
俗
資
料
展
示
論
で
問
題
視
さ
れ
続
け
て
き
た
懐
古
性
の
助
長

や
、
疑
似
懐
古
性
の
創
出
、
つ
ま
り
美
術
作
品
の
鑑
賞
と
変
わ
ら
な
く
な
る
危
険
性
が
あ
る
と
の
論
も
活
発
化
し
た
。「
解
説
」
は
、
静
的

か
つ
平
面
的
な
点
で
あ
る
点
が
悪
い
の
で
は
な
い
。「
解
説
」
が
意
図
し
て
い
る
、
観
覧
者
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
や
考
え
て
も
ら
い
た
い
こ

と
を
、
し
っ
か
り
観
覧
者
が
受
け
取
れ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
雑
多
で
博
物
館
資
料
と
し
て
の
認
識
が
薄
い
民
俗
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資
料
に
、
博
物
館
教
育
的
な
意
義
を
付
す
た
め
に
、
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

三
　
展
示
批
評
に
み
え
る
「
解
説
」

1
　
展
示
批
評
の
意
義

　

こ
れ
ま
で
博
物
館
展
示
と
し
て
の
「
解
説
」、
そ
の
中
の
民
俗
資
料
展
示
の
「
解
説
」
に
触
れ
、
そ
の
意
義
及
び
問
題
点
を
指
摘
し
て
き

た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
物
的
解
説
の
中
で
も
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
や
解
説
パ
ネ
ル
な
ど
の
文
字
を
伴
う
静
的
か
つ
平
面
的
な
解
説
は
、
展

示
批
評
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
評
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
展
示
批
評
は
、
展
示
評
価
の
一
種
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
批
評
の
一
種
で
あ
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
展
示
評
価
と
は
、
展

示
前
の
企
画
段
階
か
ら
展
示
中
・
展
示
後
に
至
る
ま
で
の
総
合
的
な
評
価
を
指
す
。
展
示
評
価
の
特
徴
は
、
解
説
パ
ネ
ル
や
照
明
な
ど
の

ハ
ー
ド
面
と
、
観
覧
者
の
理
解
度
や
行
動
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
を
重
視
す
る
点
で
あ
る
。
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
平
成
五
年
（
一
九
九

三
）
の
倉
田
公
裕
・
矢
島
國
雄
に
よ
る
「
博
物
館
展
示
評
価
の
基
礎
的
研
究）
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」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
以
後
、
一
般
観
覧
者
の
評
価
を
軸
と

し
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　

歴
史
系
の
学
術
雑
誌
に
お
い
て
、
展
示
批
評
を
継
続
的
に
続
け
て
い
る
の
は
『
地
方
史
研
究
』
と
『
民
具
研
究
』
で
あ
る
。
平
成
七
年

（
一
九
九
五
）
に
『
地
方
史
研
究
』
に
お
い
て
、
展
示
批
評
の
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
た
。
コ
ー
ナ
ー
の
趣
旨
は
、
博
物
館
展
示
や
講
座
、

学
習
会
な
ど
の
諸
活
動
に
対
す
る
紹
介
に
留
ま
ら
な
い
、
批
評
・
提
言
の
場
を
つ
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
動
き
は
、
博
物

館
展
示
が
一
つ
の
考
え
に
凝
り
固
ま
ら
ず
、
外
の
批
評
及
び
提
言
に
耳
を
傾
け
、
共
有
し
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
活
動
を
目
指
す
べ
き
と
の

考
え
が
具
現
化
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『
地
方
史
研
究
』
に
お
け
る
批
評
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
歴
史
展
示
中
心
で
紙
資
料
の
扱
い
に
対

す
る
指
摘
も
散
見
さ
れ
る
点
、
第
二
に
一
人
の
評
者
が
複
数
の
展
示
を
比
較
し
て
批
評
し
て
い
る
点
、
第
三
に
同
種
の
テ
ー
マ
な
ら
ば
高

島
屋
な
ど
デ
パ
ー
ト
や
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
等
の
博
物
館
展
示
と
は
別
の
多
様
な
施
設
の
展
示
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
、
第
四
に
専
門
外
の

学
術
経
験
者
も
批
評
に
加
わ
っ
て
い
る
点
、
そ
し
て
第
五
に
人
的
解
説
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
図
録
を
参
照
し
な
が
ら
の
批
評
の
点
で

あ
る
。

　
『
地
方
史
研
究
』
に
お
け
る
批
評
で
は
、
広
く
同
一
テ
ー
マ
を
捉
え
、
批
評
す
る
「
人
物
」
と
批
評
対
象
で
あ
る
「
展
示
」
が
多
彩
で
あ

る
も
の
の
、
物
的
解
説
、
特
に
展
示
内
に
お
け
る
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
か
ら
の
批
評
と
は
言
え
な
い
。
第
一
章
で
挙
げ
た
、
松
下
が
紹

介
し
た
ア
メ
リ
カ
の
事
例
の
よ
う
に
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
図
録
は
そ
の
展
示
を
批
評
す
る
上
で
の
絶
対
条
件
と
捉
え
ら
れ
、
付
随
情
報
と

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
図
録
は
読
む
前
提
で
展
示
を
批
評
し
て
お
り
、
た
だ
単
に
展
示
を
見
た
だ
け

の
観
覧
者
の
視
点
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、『
民
具
研
究
』
に
お
け
る
批
評
の
始
ま
り
は
、『
地
方
史
研
究
』
が
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
両

者
の
批
評
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
始
ま
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
民
具
研
究
』
に
お
け
る
批
評
の
特
徴
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
民
俗
資
料
展
示
の
ほ
か
、
考
古
・
歴
史
・
美
術
分
野
等
と
の
総
合
学
術
展
示
も
視
野
に
入
れ
た
事
例
を
挙
げ
て

い
る
点
、
第
二
に
展
示
手
法
や
展
示
テ
ー
マ
の
妥
当
性
を
重
視
す
る
点
、
第
三
に
同
種
の
展
示
を
扱
う
事
例
を
複
数
の
評
者
が
持
ち
寄
る

形
式
を
と
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
民
具
研
究
』
で
は
図
録
あ
り
き
で
な
く
、
展
示
そ
の
も
の
を
観
覧
し
、
批
評
し
て
い
る

と
い
え
る
。
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
、
両
者
の
批
評
に
対
す
る
視
点
が
異
な
る
こ
と
で
、
そ
の
う
ち
『
民
具
研
究
』
は
展
示
そ
の
も
の
を

重
視
し
、
物
的
解
説
、
中
で
も
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
を
取
り
上
げ
、
批
評
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

以
上
に
対
し
て
、
展
示
批
評
研
究
は
全
く
進
ん
で
い
な
い
。「
批
評
」
の
意
味
は
、
良
い
点
や
悪
い
点
を
取
り
上
げ
、
そ
の
物
事
の
価
値
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を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
類
似
の
用
語
で
「
批
判
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
良
い
点
は
正
当
に
評
価
す
る
も
の
の
、
悪
い
点
は
徹
底
的
に

指
摘
し
て
検
討
を
重
ね
、
本
来
的
意
義
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
に
力
を
入
れ
る
場
合
が
多
い
。
と
も
に
他
者
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ

る
点
は
共
通
し
て
い
る
た
め
、
展
示
批
評
は
歓
迎
さ
れ
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

展
示
批
評
研
究
が
進
ま
な
い
主
な
理
由
は
、
博
物
館
施
設
で
は
、
一
般
来
館
者
の
視
点
で
の
博
物
館
展
示
が
軸
と
な
っ
て
い
る
点
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
博
物
館
展
示
は
、
従
来
の
専
門
的
分
類
的
展
示
か
ら
の
脱
却
に
よ
り
、
一
般
来
館
者
に
と
っ
て
「
わ
か
り
に
く
い
展
示
」

か
ら
「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
へ
と
意
識
が
変
化
し
た
も
の
の
、
内
容
の
検
討
は
あ
ま
り
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
特
に
民
俗
分

野
の
展
示
で
は
、
脱
却
の
反
動
に
よ
り
「
何
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
の
か
」
と
い
う
議
論
を
経
な
い
ま
ま
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
は
繰

り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
民
俗
資
料
展
示
に
お
け
る
今
日
的
な
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
し
、
改
善
す
る
た
め
に
も
、
研
究
者
に
よ
る
批

評
は
一
般
来
館
者
の
評
価
と
同
様
に
、
博
物
館
展
示
評
価
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
博
物
館
展
示
が
学
術
情
報
を
含

ん
だ
博
物
館
展
示
で
あ
る
た
め
に
も
展
示
批
評
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
題
材
と
し
た
研
究
は
乏
し
い
。
し
か
し
展
示
批

評
研
究
は
、
民
俗
分
野
の
研
究
者
が
「
解
説
」
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
に
も
、
必
要
な
研
究
と
考
え
る
。

　

3
　
展
示
批
評
の
問
題
点
と
利
点

　

平
成
八
年
（
一
九
九
六
）、
山
田
尚
彦
に
よ
っ
て
『
民
具
研
究
』
に
お
け
る
展
示
批
評
が
始
ま
っ
た
。
山
田
は
展
示
評
価
の
難
し
さ
を
冒

頭
で
述
べ
つ
つ
も
、
展
示
批
評
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
展
示
を
よ
り
深
め
、
博
物
館
の
存
在
意
義
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
註

で
は
、
学
芸
担
当
者
個
人
の
業
績
評
価
と
の
別
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
展
示
の
評
価
方
法
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。

展
示
図
録
そ
の
他
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
企
画
者
の
意
図
を
ま
ず
確
認
し
て
、
次
に
そ
の
意
図
が
ど
の
よ
う
に
展
示
内
容
に

反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
観
察
し
、
展
示
を
初
め
て
観
る
こ
と
に
な
る
観
覧
者
に
そ
の
展
示
意
図
が
ど
の
程
度
伝
わ
る
か
を
判
断
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す
る
。

　

山
田
は
、
博
物
館
展
示
を
多
様
な
角
度
か
ら
分
析
し
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
に
加
え
、
入
館
者
研
究
を
も
可
能
に
す
る
よ
う

な
「
展
示
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
分
野
の
確
立
を
も
望
ん
で
い
る
。
現
に
、
山
田
の
批
評
に
は
参
考
文
献
二
〇
冊
が
用
い
ら
れ
、
展
示
内
容

の
ほ
か
、
そ
の
博
物
館
施
設
に
お
け
る
過
去
の
展
示
や
対
談
履
歴
を
辿
っ
た
上
で
の
展
示
批
評
の
見
本
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

翌
九
年
に
は
金
子
淳
に
よ
り
、
展
示
批
評
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。『
地
方
史
研
究
』
に
お
い
て
、
展
示
批
評
の
あ
り
方
に
触
れ

た
批
評
は
、
現
在
ま
で
金
子
の
み
で
あ
る
。
金
子
は
批
評
の
方
法
論
の
未
熟
さ
に
伴
う
展
示
批
評
の
現
状
を
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る）

11
（

。実
際
に
は
個
人
の
主
観
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
単
な
る
感
想
や
観
覧
記
に
終
始
し
た
り
、
批
評
を
試
み
る
に
し
て
も
、
評
者
の

個
人
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
、
展
示
に
お
け
る
「
視
点
の
欠
落
」
の
み
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
な
ど
、
本
来
的
な
意
味
で
の
「
批

評
」
と
し
て
地
位
を
確
立
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
金
子
が
展
示
批
評
に
必
要
で
あ
る
と
し
た
点
は
、
展
示
の
内
容
及
び
構
造
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
広
く
民
俗
資
料
展
示
の
課
題

と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
民
俗
資
料
展
示
論
に
お
い
て
、
展
示
批
評
は
一
翼
を
担
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

平
成
十
四
年
に
は
、
加
藤
隆
志
が
『
民
具
研
究
』
に
お
い
て
、
展
示
批
評
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
加
藤
に
よ
る
と
、
展
示
批

評
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
利
用
者
視
点
に
よ
る
博
物
館
評
価
の
実
施
の
議
論
が
高
ま
っ
た
と
し
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
て

い
る）

11
（

。現
代
社
会
の
中
で
、
博
物
館
の
活
動
を
通
じ
て
立
ち
上
が
る
課
題
を
学
芸
員
は
も
と
よ
り
市
民
や
研
究
者
と
と
も
に
考
え
て
い
く
こ

と
が
重
要
と
の
認
識
が
一
層
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
展
示
批
評
の
役
割
は
、
博
物
館
を
多
く
の
人
々
で
考
え
る
た
め
の
一
方
法
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



（2

　

ま
た
平
成
十
五
年
に
は
、
岩
野
邦
康
が
『
民
具
研
究
』
に
お
い
て
、
展
示
批
評
の
あ
り
方
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る）

11
（

。

最
も
展
示
批
評
に
適
し
て
い
る
の
は
、
何
人
か
が
、
相
互
に
会
話
を
交
わ
し
な
が
ら
観
覧
す
る
形
式
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ

の
形
式
な
ら
ば
眼
前
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
・
展
示
物
に
対
す
る
批
評
を
、
展
示
に
即
し
て
展
開
で
き
る
。
そ
う
い
っ
た
批
評
は
、
そ
の

ま
ま
文
章
化
す
れ
ば
、
と
り
と
め
の
な
い
も
の
に
な
る
性
質
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
逆
に
、
は
じ
め
か
ら
文
章
に
ま
と
め
よ
う
と
企
て

ら
れ
た
展
示
批
評
は
、
展
示
物
の
配
列
と
は
異
な
る
論
理
で
構
成
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
展
示
コ
ー
ナ
ー
、
展
示
物
を
見
な
が
ら
の

批
評
と
は
、
か
な
り
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
だ
。

　

岩
野
は
『
民
具
研
究
』
に
お
け
る
展
示
批
評
コ
ー
ナ
ー
に
対
し
、
批
評
を
文
字
化
す
る
際
の
難
し
さ
を
挙
げ
て
い
る
。

　

同
年
に
は
畠
山
豊
が
、
同
じ
『
民
具
研
究
』
に
お
い
て
、「
展
示
評
の
役
割
の
一
つ
に
、
展
示
担
当
者
に
見
え
な
か
っ
た
も
の
を
提
示
す

る
）
11
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
展
示
批
評
が
博
物
館
内
部
の
も
の
で
は
な
く
、
外
か
ら
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
る
効
果
を
期
待
し
て

い
る
。

3
　
注
目
さ
れ
た
「
解
説
」

　

前
節
で
は
展
示
批
評
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、
本
節
で
は
よ
り
具
体
的
に
論
じ
て
い
く
。『
民
具
研
究
』
の
「
展
示
批

評
」
コ
ー
ナ
ー
は
、
平
成
八
年
の
一
一
二
号
か
ら
同
三
十
年
の
一
五
七
号
ま
で
に
七
〇
回
を
数
え
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
複
数

の
展
示
批
評
を
載
せ
て
い
る
号
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
批
評
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
四
つ
の
項
目
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

収
集
理
念

展
示
意
図
（
展
示
テ
ー
マ
・
項
目
の
妥
当
性
）

各
種
展
示
手
法
（
象
徴
展
示
・
比
較
展
示
・
体
験
展
示
な
ど
）
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展
示
解
説

　

こ
の
中
で
一
番
少
な
い
項
目
は
、
収
集
理
念
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
は
、
民
俗
資
料
が
収
集
理
念
の
確
立
を
待
た
ず
し
て
収
集
さ
れ
て
い
る
と
い

う
現
実
問
題
が
あ
る
。
民
俗
資
料
は
、
区
画
整
理
事
業
や
世
代
交
代
等
の
理
由
に
よ

り
、
一
気
に
一
〇
〇
点
単
位
で
受
け
入
れ
る
場
合
も
あ
り
、
資
料
収
集
に
お
け
る
取

捨
選
択
が
間
に
合
わ
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
一
軒
の
ま
と
ま
り
の
資
料
と
し
て

の
価
値
づ
け
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
現
実
の
展
示
資
料
と
収
集
さ
れ
た
資
料
と
で

は
イ
コ
ー
ル
と
は
い
え
ず
、
そ
の
点
で
は
批
評
し
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

次
い
で
、
展
示
意
図
と
各
種
展
示
手
法
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
何
を
伝
え
た
い
の
か

と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
手
法
に
つ
い
て
の
批
評
で
あ

る
。

　

右
の
四
項
目
の
う
ち
、
最
も
多
い
項
目
は
物
的
解
説
と
し
て
の
「
展
示
解
説
」
で

あ
る
。
民
俗
資
料
展
示
論
、
中
で
も
展
示
批
評
に
お
い
て
、「
解
説
」
へ
の
関
心
は
非

常
に
高
い
。
批
評
さ
れ
た
「
解
説
」
の
内
容
は
、
表
一
に
示
し
た
七
つ
の
要
素
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

表
1
か
ら
判
明
す
る
重
要
な
点
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
展
示
意
図
を

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
資
料
及
び
調
査
の
不
足
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
展
示
企
画
者
へ
の
基
礎
的
作
業
の
欠
如
に
対
す
る
批
判
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で

表1　『民具研究』の展示批評にみる「解説」の項目分類

 

 

N o. 解説の指摘内容 不足内容の具体

1 資料不足 展示意図を伝えるための資料

2 調査不足 展示意図を伝えるための調査

3 解説不足
基本的事項に対する解説、 再現展示への解説、

映像展示への解説、 資料的意義の解説

4 別視点の情報不足
展示企画者の考えにはみられない、 同テーマを

展示する上で必要と考えられる視点

5 分かり にく さ 漠然とした不足

6 必然性の欠如 展示における「 解説」 の必然性

7 図録の解説不足
展示にて示されている事柄についての図録上の

不足

表1　 『 民具研究』 の展示批評にみる「 解説」 の項目分類
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き
る
が
、
何
よ
り
展
示
意
図
の
理
解
不
足
が
、
ひ
い
て
は
最
終
的
に
「
わ
か
り
に
く
い
展
示
」
の
元
凶
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
で
も

あ
る
。
展
示
資
料
も
ま
た
「
解
説
」
の
ツ
ー
ル
の
一
つ
で
あ
り
、
資
料
か
ら
し
か
読
み
取
れ
な
い
情
報
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
資
料

そ
の
も
の
が
展
示
の
中
で
「
解
説
」
を
担
う
こ
と
も
あ
り
、
必
要
な
資
料
が
な
け
れ
ば
「
解
説
」
不
足
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
分
か
り
に
く
さ
や
必
然
性
の
欠
如
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

第
二
に
、
別
視
点
の
情
報
不
足
で
あ
る
。
こ
の
点
は
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
要
因
は
評
者
が
自
身
の
問
題
関
心
か
ら
評
す
る
た
め
に

み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。「
あ
の
部
分
も
解
説
し
て
い
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
、
加
点
式
の
指
摘
で
あ
る
た
め
、
金
子
が
述
べ
た
よ

う
な
、
個
人
的
な
視
点
で
し
か
な
い
。
博
物
館
に
と
っ
て
は
確
か
に
一
助
と
な
り
得
る
指
摘
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
展
示
意
図
に
沿
っ

た
解
説
の
不
足
を
批
評
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

第
三
に
、
図
録
の
解
説
不
足
で
あ
る
。『
地
方
史
研
究
』
に
お
け
る
展
示
批
評
と
は
異
な
り
、『
民
具
研
究
』
に
お
け
る
展
示
批
評
で
は
、

図
録
は
、
観
覧
し
た
展
示
を
そ
の
ま
ま
持
ち
帰
る
も
の
で
、
か
つ
展
示
を
写
真
や
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
で
大
幅
に
補
う
役
割
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
展
示
と
異
な
る
構
成
で
あ
っ
た
り
、
展
示
に
対
す
る
プ
ラ
ス
要
素
が
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
、
解
説
不

足
と
批
評
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
民
具
研
究
』
に
お
け
る
展
示
批
評
内
の
「
解
説
」
の
捉
え
方
と
し
て
は
、
展
示
資
料
そ
の
も
の
の
不

足
に
よ
る
「
解
説
」
不
足
の
ほ
か
、
何
を
伝
え
た
い
か
と
い
う
視
点
と
と
も
に
、
何
が
学
術
的
に
不
足
な
の
か
と
い
う
視
点
も
ま
た
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
特
に
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
点
は
、
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

次
に
、
各
事
例
に
つ
い
て
ま
と
め
た
表
二
か
ら
、「
解
説
」
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
具
体
事
例
を
挙
げ
る
。

事
例
番
号
3
．
考
古
学
の
分
野
の
展
示
で
あ
る
が
、
遺
物
の
名
称
及
び
素
材
、
出
土
遺
跡
名
は
わ
か
る
も
の
の
、
資
料
の
性
格
や
用

途
が
一
般
来
館
者
に
は
分
か
り
に
く
い
。

事
例
番
号
10
．
採
集
地
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
そ
の
背
景
が
判
明
す
る
た
め
、
寄
贈
者
の
大
字
・
小
字
ま
で
記
載
す
べ
き
だ
っ
た
。
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事例

番号
展示名 施設名 評者 展示種別 批評内容

1 動物と のつき あい－食用

から 愛玩まで－

国立歴史民俗博物館 山田尚彦 企画展 1ケース内に複数の項目があるため、 説明不足

2 農鍛冶の世界－村のく ら

し と 鉄器－

安城志歴史博物館 川島一仁 企画展 ・ 展示テーマ内の1項目が説明不足

・ 複数の説のう ち、 一方を選んだ理由の説明不足

・ 展示テーマと の関係の説明不足

・ 展示室内における資料説明不足。 図録に頼っ た展示

・ 儀礼に関する再現展示の説明不足

3 掘り 出さ れた都市－江

戸・ 長崎・ アムステルダ

ム・ ロンド ン・ ニュ ー

ヨ ーク

東京都江戸東京博物

館

小川望 企画展 ・ 現代的な生活用具の展示に対し 解説類を排除し た説明不足

・ キャ プショ ン内容の不親切(遺物の性格や用途の説明不足)

4 滋賀県立琵琶湖博物館常

設展

滋賀県立琵琶湖博物

館

廣井裕之 常設展 ・ スク リ ーンに映し 出さ れた祭り の映像の説明不足

5 災いく るな～むら ざかい

のねがい～

千葉県立房総のむら 朝岡康二 企画展 ・ 展示資料を邪魔し ないよう に目立たない解説なので、 図録に

よる解説がちょ う ど良い

6 四万十川-漁の民俗誌- 高知県立歴史民俗資

料館

谷脇温子 企画展 ・ 資料解説は短めであるが、 図録は情報不足

・ 資料の差異性を挙げた項で解説不足

・ 「 3　 何をと る道具かな」 のコ ーナーにおいて、 資料の全面

　 に魚を主人公にし た1コ マ漫画(内、 1枚は4コ マ漫画)を用い

　 る事で、 魚の習性や特徴を理解でき る

・ 話者の聞き 書き を抜粋し た解説により 、 長年の経験の積み重

　 ねを話す話者と 、 実際に対面し ているよう な効果がある

7 藁のちから －生藁の中で

生き ている－

遠野市立博物館 中田功 特別展 ・ ワラ 1本の部位および使用例をパネルで解説さ れている意義

　 が大き い。 使い分けの工夫が読み取れる。

8 空の玄関・ 羽田空港70年 大田区立郷土博物館 横山恵美 特別展 ・ 国営の旅客用飛行場に選ばれた理由の解説不足

・ 予備知識のない観覧者にと っ ては理解し にく い

9 ねがい・ う ら ない・ おま

じ ない－欲望の造形－

茨城県立歴史博物館 高橋典子 企画展 ・ 後で図録を見て理解し 、 興味深く 見えてく るため解説不足

・ 解説が観覧者に語り かけるよう な軽妙な口調で書かれていた

・ キャ プショ ンは最小限で、 資料解説が不十分

10 戦後松戸の生活革新～新

し い暮ら し 方へのあこ が

れ～

松戸市立博物館 福岡直子 企画展 ・ 全国的に流通し てき た電化製品が展示さ れているが、 その背

景を知るために寄贈者の住所(大字、 小字程度)を添えた方が良

かっ た

11 大正昭和く ら し の博物誌

民族学の父・ 渋沢敬三と

アチッ ク ・ ミ ュ ーゼアム

国立民族学博物館 加藤幸治 企画展 ・ 壁面の解説パネルが遠く 感じ ら れ、 読みづら かっ た

・ 道具自体が何に使用さ れているかと いう 基礎的情報不足

12 呪いと 占い 川崎市市民ミ ュ ージ

アム

梅野光興 企画展 ・ 文字資料の内容についての解説不足

13 く ら し を集める く ら し を

探る 屋根裏の博物館

Attic M useum-実業家渋

沢敬三が育てた民の学問

－

横浜市歴史博物館

神奈川大学日本常民

文化研究所

岩野邦康 特別展 ・ 観覧者に分かり やすいよう に、 渋沢敬三を「 敬三さ ん」 と 呼

んで親近感を演出し たり 、 文体を平易にし つつも ポイ ント は外

さ ない工夫

14 越後の人形道祖神-異形

神の系譜－

柏崎市立博物館 浜野達也 特別展 ・ 各地域のサイ ノ カ ミ 行事の全体像の解説不足

15 肥やし のチカ ラ －肥やし

のむかし と 肥やし のみら

い－

葛飾区郷土と 天文の

博物館

宮本八惠子 特別展 ・ 博物館のト イ レの個室においても 「 ぼっ と ん便所の神」 につ

いてのミ ニ解説パネルが配さ れていた

16 布の声をき く  布のさ さ や

き がいっ ぱい

福島県立博物館 島立理子 企画展 ・ 並べら れ、 触れるこ と ができ たが、 観覧者には使用方法が分

から ない物が多かっ た

・ 裁縫の雛形は時代、 地域、 製作さ れた学校などにより 多様な

存在が確認でき るため、 こ れに踏み込んだ解説があっ た方が良

かっ た

・ 庄内地方の有能における衣類の存在を解説する事により 、 実

用や美し さ だけでなく 、 社会的役割をも 解説し ている

17 大森麦わら 細工作品展－

輝け！私たちの麦わら 細

工－

大田区立郷土博物館 松井勅尚 企画展 ・ 作品の用途、 作品パネルと 作品と の関連性、 子ども たちが麦

わら で何を表現し よう と し たのかの解説不足、 教科・ テーマの

所在不明

18 船と 船大工－湊町新潟を

支えた木造和船－

新潟市歴史博物館 内田幸彦 特別展 ・ 展示資料が造船工程の全体に渡るのに対し 、 解説不足

・ 船大工に特徴的な道具の解説不足

・ 防水に用いるも のの展示があっ たが、 それら の併用や使い分

けについての解説がみら れない

・ 船材の転用の理由を示す解説が見当たら なかっ たが、 ケース

内展示の井戸枠に付さ れた小さ な説明ラ ベルの説明の重要視

19 甲賀前挽と 木挽の仕事 甲南ふれあいの館 小松大介 企画展 ・ 鋸の部位の専門用語が多く 、 少し わかり づら かっ た

20 竹・ バンブースタ イ ル 高知県立歴史民俗資

料館

青山淳二 企画展 ・ 竹の展示であり ながら 、 竹そのも のの種類、 生態や竹のある

景観、 環境、 竹の歴史などの解説不足

・ 竹を扱う 被差別民と の関係についての解説不足

21 野洲麻－道具がかたる麻

づく り －

栃木県立博物館 浜野達也 企画展 ・ キャ プショ ンのタ イ ト ル上部に、 資料のポイ ント を的確に捉

えた短文20文字程度のキャ ッ チコ ピーの称賛(解説本文に誘導

する効果が生じ るかも し れない)

22 モノ 売り －行商に出る

人・ 行商を待つ人

柏崎市ふるさ と 人物

館

野堀正雄 企画展 ・ 解説分のポイ ント の大き さ の不十分

23 糸の世紀・ 織り の時代～

湖北・ 長浜をめぐ る糸の

文化史

長浜市長浜城歴史博

物館

中藤容子 特別展 ・ キャ ラ ク タ ーであるおキヌ ちゃ んの解説は子供向けと はい

え、 内容は高度なも のと 称賛

24 一生を生き る～人生儀礼 埼玉県立歴史と 民俗

の博物館

板橋春夫 常設展 ・ 人生儀礼の写真パネルについて、 懐かし さ でなく 魔物と の関

係で解説すべき

表2　 『 民具研究』 の展示批評にみら れる「 解説」 内容

表2　『民具研究』の展示批評にみられる「解説」内容
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事
例
番
号
14
．
サ
イ
ノ
カ
ミ
行
事
の
全
体
像
を
も
う
少
し
説
明
し
て
欲
し
か
っ
た
。

事
例
番
号
1（
．
裁
縫
の
雛
型
に
お
い
て
も
、
時
代
・
地
域
・
製
作
地
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

事
例
番
号
20
．
竹
の
展
示
で
は
、
竹
そ
の
も
の
の
種
類
や
生
態
、
竹
の
あ
る
景
観
、
環
境
、
竹
の
歴
史
な
ど
の
展
示
が
不
十
分
だ
っ

た
。

　

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
解
説
」
の
欠
如
か
ら
資
料
の
背
景
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
例
え
ば
事
例
3
、
1（
は
専

門
的
分
類
的
事
項
に
つ
い
て
の
指
摘
で
も
あ
り
、
一
方
事
例
10
は
大
字
・
小
字
と
い
う
地
域
範
囲
の
情
報
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
事
例
10
で
大
字
・
小
字
名
が
判
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
地
域
の
住
民
か
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
観
覧
者
で
な
け
れ
ば
、
字
名
の

付
加
は
観
覧
者
の
理
解
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
事
例
14
、
20
で
は
行
事
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
捉
え
た
り
、
展
示
テ
ー
マ
に
幅
を
持
た
せ
過

ぎ
た
た
め
に
、
全
国
の
事
例
を
視
野
に
入
れ
た
広
い
視
野
の
「
解
説
」
が
不
足
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
解
説
」
に
も
誤
解
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
間
違
っ
た
解
説
に
よ
る
誤
解
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
博
物
館
展
示
と
し

て
は
避
け
た
い
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
民
具
研
究
』
に
お
け
る
展
示
批
評
の
最
初
の
号
で
、
武
蔵
野
美
術
大
学
資
料
図
書
館
で
の
企
画

展
「
く
ら
し
の
造
形
7　

か
な
も
の
」
を
批
評
し
た
石
野
律
子
は
、
金
属
製
品
全
般
を
扱
う
展
示
に
お
い
て
、
漁
具
の
収
集
率
の
低
さ
か

ら
解
説
不
足
が
生
じ
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い

）
1（
 （

る
。
展
示
の
中
で
他
の
部
分
は
充
実
し
て
い
る
も
の
の
、
一
部
不
足
し
て
い
る
場
合
に
は
、

欠
け
て
い
る
と
い
う
情
報
を
「
解
説
」
し
て
伝
え
な
け
れ
ば
、
来
観
者
は
展
示
状
況
が
真
実
で
あ
る
と
誤
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か

か
る
誤
解
を
解
く
た
め
に
も
し
っ
か
り
「
解
説
」
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

誤
解
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
事
例
24
で
民
俗
的
意
義
に
も
触
れ
て
い
る
。
石
野
が
批
評
し
た
の
は
、
大
量
の
資
料
の
中
の
一
部
の
収
集

率
の
低
さ
に
よ
る
誤
解
で
あ
っ
た
が
、
事
例
24
は
子
ど
も
の
儀
礼
を
対
象
と
し
て
お
り
、
産
着
や
赤
子
の
額
に
朱
印
を
捺
す
動
き
に
対
し
、

た
だ
単
に
懐
か
し
さ
や
古
臭
い
迷
信
で
な
く
、
民
俗
学
と
し
て
そ
の
習
俗
の
意
味
を
展
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
文
字
に



（7　民俗資料展示における「解説」とその意義

よ
る
「
解
説
」
は
、
展
示
企
画
者
が
ど
の
よ
う
に
展
示
資
料
を
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
明
確
に
表
す
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
誤
解
を
生

ま
な
い
よ
う
、
内
容
を
補
足
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
解
説
」
に
つ
い
て
、
よ
い
事
例
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ
る
。

事
例
（
．
聞
き
書
き
の
抜
粋
や
、
漫
画
を
用
い
た
解
説
パ
ネ
ル
の
効
果
。

事
例
13
、
23
．
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
解
説
。

事
例
（
、
（
．
語
り
口
調
に
よ
る
解
説
。

　

こ
れ
ら
は
、
無
形
の
声
や
動
き
そ
の
も
の
を
表
す
の
に
際
し
て
、
文
字
や
絵
に
よ
る
「
解
説
」
を
用
い
る
こ
と
で
理
解
度
が
増
し
た
と

い
う
評
価
で
あ
る
。
民
俗
資
料
展
示
論
に
お
い
て
、
宮
本
常
一
ほ
か
が
論
じ
て
い
た
「
わ
か
り
や
す
い
展
示
」
の
一
つ
が
、
こ
の
「
解
説
」

と
い
う
方
法
な
の
で
あ
る
。
映
像
や
音
以
外
に
、
ど
の
よ
う
に
物
的
解
説
を
用
い
て
人
を
引
き
つ
け
る
の
か
と
い
う
点
が
課
題
と
な
る
。

民
俗
資
料
展
示
に
お
け
る
「
解
説
」
の
批
評
及
び
議
論
が
よ
り
活
発
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
展
示
を
観
覧
し
た
際
に
単
に
懐
古
的
な
い
し

擬
似
懐
古
的
感
覚
に
ひ
た
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
資
料
の
背
景
等
の
専
門
的
な
情
報
を
手
が
か
り
に
、
展
示
を
通
し
て
総
合
的
な
視
座
か

ら
考
え
て
も
ら
う
た
め
に
、「
解
説
」
を
も
っ
と
活
用
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

四
　
小
結

　

展
示
批
評
は
「
解
説
」
を
多
く
の
視
点
か
ら
捉
え
て
お
り
、
民
俗
資
料
展
示
論
に
お
け
る
「
解
説
」
を
再
検
討
す
る
上
で
、
よ
い
材
料

で
あ
る
と
い
え
る
。『
民
具
研
究
』
に
お
け
る
展
示
批
評
を
概
観
す
る
と
、「
解
説
」
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
い
。「
解
説
」
は
不
足
や

過
多
に
よ
り
観
覧
者
を
惑
わ
せ
、
誤
解
を
生
む
こ
と
も
あ
る
。
専
門
の
研
究
者
か
ら
み
る
と
「
解
説
」
の
情
報
量
が
少
な
い
と
判
断
し
、

よ
り
多
く
の
解
説
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
反
面
、「
解
説
」
が
理
解
し
に
く
い
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
易
で
短
い
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文
章
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、
内
容
は
充
実
さ
せ
る
と
い
う
相
反
す
る
命
題
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
の
中
で
、
文
字
に

よ
る
「
解
説
」
が
注
目
さ
れ
、
批
評
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
民
俗
資
料
展
示
の
あ
り
方
が
少
し
ず
つ
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
説
明
札
に
始
ま
る
文
字
に
よ
る
「
解
説
」
の
重
要
性
を
、
時
代
を
追
っ
て
確
認
し
て
き
た
。
ま
た
民
俗
資
料
展
示
と
い
う
、

他
分
野
に
な
い
不
安
定
な
要
素
を
持
つ
中
で
、
博
物
館
教
育
と
し
て
必
要
な
「
解
説
」
が
、『
民
具
研
究
』
に
お
い
て
今
日
も
議
論
の
的
に

な
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
民
俗
資
料
展
示
に
お
け
る
「
解
説
」
の
意
義
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
や
棚
橋
の
論
な
ど
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
博
物
館
教
育
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
こ
そ
な
の
で
あ
る
。
民
俗
資
料
に
博
物
館
教
育
的
な
意
義
を
見
出
す
た
め
に
も
、「
解
説
」
は

不
可
欠
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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（
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昭
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館
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学
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21
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田
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え
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22
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宏
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俗
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和
六
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23
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物
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俗
学
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本
民
俗
学
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号
、
平
成
一
三
年
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（
24
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実
体
験
を
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て
い
な
い
に
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メ
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ジ
に
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懐
か
し
い
と
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え
る
こ
と
で
あ
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。
こ
の
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メ
ー
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が
民
俗
資
料
展
示
に
お
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け
る
誤
解
を
生
む
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
「
解
説
」
は
重
要
と
考
え
る
。

（
25
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倉
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矢
島
國
雄
「
博
物
館
展
示
評
価
の
基
礎
的
研
究
」（『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
三
三
巻
、
平
成
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山
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尚
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「
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俗
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で
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四

七
巻
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号
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九
四
頁
、
地
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史
研
究
協
議
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、
平
成
九
年
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（
2（
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加
藤
隆
志
「
町
田
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博
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館
企
画
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『
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蚕
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民
具
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七
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頁
、
平
成
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年
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（
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横
浜
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史
博
物
館
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神
奈
川
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文
化
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暮
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く
ら
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を
探
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屋
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の
博
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館A
ttic M

useum
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が
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て
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民
の
学
問
│
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民
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研
究
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七
号
、
七
七
頁
、
日
本
民
具
学
会
、
平
成
一
五
年
）。

（
30
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畠
山
豊
「
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
企
画
展
『
絵
馬
│
生
業
絵
馬
尽
（
な
り
わ
い
え
ま
づ
く
し
）
│
』」（『
民
具
研
究
』
一
二
八
号
、
九
一
頁
、

平
成
一
五
年
）。

（
31
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石
野
律
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「
く
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し
の
造
形
7　

か
な
も
の
」（『
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六
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成
八
年
）。
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