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一
、
は
じ
め
に
（
実
践
の
経
緯
・
目
的
・
問
題
の
所
在
）

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
館
（1）
は
い
わ
ゆ
る
大
学
博
物
館
で
あ
り
、
本
学
が
所
有
・
管
理
・

運
営
し
て
い
る
博
物
館
相
当
施
設
で
あ
る
。
主
な
収
蔵
品
と
し
て
、
初
期
か
ら
晩
期
に
至
る

ま
で
の
縄
文
土
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
伏
見
人
形
な
ど
の
土
人
形
お
よ
び
張
り
子
の
虎
な
ど
郷

土
玩
具
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
明
治
期
の
浮
世
絵
師
で
あ
る
豊
原
国
周
（2）
に
よ
る
役
者
絵
な
ど

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
考
古
学
者
で
あ
る
江
上
波
夫
（3）
が
収
集
し
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
文
物
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
年
間
三
回
程
度
開
催
さ
れ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
や
現
代

作
家
と
収
蔵
品
を
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
特
別
展
な
ど
で
学
内
外
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

同
館
を
直
接
的
に
管
理
・
運
営
し
て
い
る
の
は
芸
術
教
育
資
格
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
、
主

に
同
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
学
芸
員
課
程
の
教
員
が
調
査
研
究
活
動
お
よ
び
教
育
普
及
活
動

（
展
覧
会
の
企
画
と
実
施
）
を
行
っ
て
い
る
。
芸
術
教
育
資
格
支
援
セ
ン
タ
ー
は
博
物
館
学
芸
員
課

程
と
教
職
課
程
（
中
等
教
育
教
員
養
成
課
程
）（4）
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
課
程
は
、
芸
術

教
育
を
社
会
教
育
の
側
面
か
ら
、
ま
た
学
校
教
育
の
側
面
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
大
学
博
物
館
で
あ
る
芸
術
館
は
、
言
う
な
れ
ば
こ
の
両
面
を
具
現
化
し
て
い

く
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
は
ど
う
し
て
も
博
物

館
学
芸
員
課
程
の
関
与
に
偏
り
が
ち
で
あ
り
、
学
内
に
お
け
る
教
育
的
展
開
も
、
博
物
館
実

習
の
場
と
し
て
の
活
用
が
多
く
を
占
め
て
い
た
。
教
職
課
程
と
し
て
は
、
よ
り
学
校
教
育
研

究
に
お
け
る
同
館
の
役
割
・
展
開
を
考
え
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
の
中

で
企
画
さ
れ
た
の
が
、
小
学
生
対
象
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
。

こ
の
小
学
生
対
象
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
（
以
下
、
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
と
表
記
す
る
）
は
、
二
〇
一
七
年

度
に
始
め
ら
れ
、
以
降
三
年
間
に
わ
た
っ
て
毎
夏
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は

小
学
生
が
参
加
す
る
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
、
そ
の
成
果
を
報
告
す
る
報
告
展
か
ら
構
成

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
同
館
所
蔵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
子
ど
も
の
造
形
を
関

連
付
け
、
さ
ら
に
こ
れ
を
報
告
展
の
形
で
本
学
学
生
に
も
還
元
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
挙
げ
ら

れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
三
年
間
の
実
践
を
振
り
返
り
、
そ
の
意
義
と
課
題
を
洗
い
出
し
、
今

後
の
展
開
を
考
察
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
の
当
初
の
目
的
を
整
理
し
て
挙
げ
て
み
る
。

⑴　

教
職
課
程
と
大
学
博
物
館
の
連
携
と
し
て

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
学
博
物
館
を
ど
の
よ
う
に
教
職
課
程
と
し
て
活
用
し
展
開

す
る
か
は
、
芸
術
教
育
資
格
支
援
セ
ン
タ
ー
の
予
て
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
。
サ
マ
ー

ス
ク
ー
ル
は
、
子
ど
も
の
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
学
内
で
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教

職
課
程
履
修
の
学
生
に
対
し
、
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
企
図

し
て
い
た
。

教
職
課
程
で
は
、
例
年
数
十
名
単
位
の
教
育
実
習
生
を
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
育

現
場
に
送
り
出
し
て
い
る
。
多
く
の
学
生
は
、
そ
の
時
初
め
て
生
徒
た
ち
に
接
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
ば
し
ば
同
時
に
実
習
に
来
て
い
る
教
育
系
学
部
の
学
生
た
ち
は
、
附
属

学
校
等
で
の
授
業
参
加
や
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
豊
富
な
経
験
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ

の
時
点
で
気
後
れ
を
感
じ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
学
外
に
お
け
る
教
育
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
参
加
を
推
奨
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
本
学
で
の
学
修
の
性
質
上
、
各

自
の
作
品
制
作
、
企
業
へ
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
社
会
実
装
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参

加
な
ど
で
、
な
か
な
か
ま
と
ま
っ
た
時
間
を
学
校
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
充
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
特
に
通
信
教
育
部
の
履
修
生
の
場
合
は
、
平
日
は
仕

事
、
週
末
は
課
題
に
取
り
組
ん
だ
り
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
出
席
し
た
り
と
い
う
日
々
を
過

ご
し
て
お
り
、
学
校
で
募
集
し
て
い
る
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ

不
可
能
で
あ
る
。
も
し
学
内
で
八
月
の
盆
休
み
前
後
を
利
用
し
て
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
参
加
で
き
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
有
意
義
だ
と
考
え
た
。

芸
術
教
育
資
格
支
援
セ
ン
タ
ー
の
教
職
課
程
は
、
中
等
教
育
の
教
員
免
許
状
の
た
め

の
課
程
で
あ
る
が
、
中
・
高
の
美
術
科
教
育
を
学
修
す
る
う
え
で
、
そ
の
前
段
階
で
も

あ
る
図
画
工
作
科
の
内
容
と
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
の
学
齢
の
子
ど
も
た
ち
の
造

形
体
験
を
知
る
こ
と
は
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
を
深
め
る
こ
と
に
も
な
る
と
捉
え
た
の
で

あ
る
。

⑵　

地
域
と
大
学
博
物
館
の
連
携
と
し
て

大
学
博
物
館
は
第
一
義
的
に
学
内
の
教
員
・
学
生
に
向
け
て
、
大
学
所
有
の
文
化
資

料
を
調
査
・
研
究
し
、
そ
の
上
で
公
開
し
て
、
研
究
・
学
修
に
資
す
る
目
的
を
持
つ
。
そ

の
点
で
大
学
図
書
館
と
似
た
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
さ
ら
に
学
外
に
も
開
か
れ
て

お
り
、
大
学
の
存
在
意
義
や
そ
の
研
究
内
容
へ
の
理
解
を
促
す
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

近
隣
の
小
・
中
学
校
や
児
童
館
（
京
都
市
の
場
合
は
学
童
保
育
機
能
を
児
童
厚
生
施
設
と
し
て
の
児

童
館
事
業
に
統
合
し
て
い
る
）
へ
働
き
か
け
て
、
大
学
所
有
の
文
化
資
料
に
触
れ
た
り
大
学
教

員
の
指
導
に
触
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
の
保
護
者
を
含
む
近
隣
社
会
が
大
学
に
対
す

る
理
解
を
深
め
る
契
機
と
な
り
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
美
術
文
化
へ
の
理
解
の

重
要
な
入
り
口
と
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

⑶　

子
ど
も
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
出
会
い
の
場
と
し
て

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
幼
い
子
ど
も
た
ち
に
美
術
文
化
に
触
れ
る
入
り
口
を
提
供

す
る
こ
と
も
芸
術
系
大
学
の
重
要
な
使
命
で
あ
ろ
う
。
認
可
保
育
園
こ
ど
も
芸
術
大
学

は
そ
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
。

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
、
制
作
活
動
を
ま
さ
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
行
っ
て
い

る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
指
導
者
に
招
く
こ
と
で
、
新
た
な
出
会

い
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
教
職
課
程
で
は
、
絵
画
基
礎
演
習
、
彫

刻
基
礎
演
習
、
デ
ザ
イ
ン
基
礎
演
習
、
工
芸
基
礎
と
い
う
実
技
系
の
科
目
を
各
専
門
学

科
合
同
開
設
の
形
で
開
講
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
美
術
科
教
育
の
「
教
科
に
関
す
る
科

目
」
に
あ
た
り
、
美
術
科
の
一
般
的
包
括
的
な
内
容
を
右
記
四
分
野
に
お
い
て
体
験
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
積
極
的
に
各
分
野
の
先
鋭
的
な
仕
事
を
し
て
い
る
美
術
作

家
を
講
師
と
し
て
招
い
て
い
る
。
本
学
芸
術
館
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
縄
文
土
器
、

郷
土
玩
具
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
文
物
な
ど
広
義
の
工
芸
作
品
と
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る

文
化
資
料
を
数
多
く
所
蔵
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
工
芸
基
礎
を
担
当
し
て
い
る
染
谷
聡

非
常
勤
講
師
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
指
導
者
を
依
頼
す
る
こ
と
と
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
始
め
ら
れ
た
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
が
、
三
回
の
実
践

を
経
て
、
当
然
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
問
題
の
所
在
を
以

下
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
。

⑴　

実
践
に
対
す
る
評
価
・
検
証
の
シ
ス
テ
ム

こ
れ
ま
で
の
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
、
実
践
を
終
え
た
後
、
こ
れ
を
ど
う
捉
え
て
評

価
し
今
後
の
展
開
に
活
か
す
か
と
い
う
検
証
の
シ
ス
テ
ム
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

当
然
、
指
導
者
や
企
画
・
運
営
者
と
の
間
で
内
容
や
子
ど
も
の
反
応
を
振
り
返
り
、「
来

年
は
ど
う
し
よ
う
」
と
い
っ
た
個
人
的
な
や
り
取
り
は
あ
り
、
芸
術
教
育
資
格
支
援
セ

ン
タ
ー
の
会
議
等
で
結
果
報
告
は
な
さ
れ
て
き
た
が
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
と
そ

の
教
育
的
効
果
に
つ
い
て
、
ま
た
、
運
営
・
広
報
面
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
組
織
と
し

て
検
証
し
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
実
際
に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち

と
そ
の
保
護
者
の
感
想
等
を
記
録
し
て
い
く
作
業
は
、
今
後
に
向
け
て
重
要
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

⑵　

教
職
課
程
の
通
常
授
業
と
の
連
携

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
の
実
践
内
容
な
ど
を
、
例
え
ば
美
術
科
教
育
法
の
授
業
な
ど
で
活

か
す
と
い
う
こ
と
を
、
殆
ど
行
っ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
実
際
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
た
学
生
に
と
っ
て
は
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

知
見
が
他
の
学
生
と
共
有
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
。
限
ら
れ
た
授
業
時
間
の
中

で
、
資
格
課
程
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
内
容
の
多
さ
が
一
因
で
あ
る
が
、
二
〇
一
九

年
度
入
学
生
よ
り
適
用
さ
れ
て
い
る
新
課
程
（
平
成
三
十
一
年
四
月
施
行
の
教
育
職
員
免
許
法
改
正

に
基
づ
き
認
可
さ
れ
た
教
職
課
程
）
で
は
、
教
科
教
育
法
の
単
位
数
が
倍
増
し
て
お
り
、
積
極

的
に
教
材
と
し
て
も
取
り
扱
う
余
地
が
で
き
た
と
い
え
る
。
今
後
、
授
業
内
で
活
用
す

る
方
法
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

⑶　

地
域
と
の
連
携
を
定
着
さ
せ
継
続
し
て
い
く
方
策

三
回
の
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
全
て
に
京
都
市
北
白
川
児
童
館
の
子
ど
も
た
ち
が
参
加
し

て
く
れ
た
。
児
童
館
に
お
け
る
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
そ
の
も
の
へ
の
関
心
は
高
く
感
じ
ら

れ
、
子
ど
も
た
ち
や
保
護
者
か
ら
楽
し
い
と
の
声
も
多
く
聞
く
が
、
こ
れ
を
芸
術
館
全

体
、
さ
ら
に
は
大
学
の
活
動
全
体
へ
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ
て
い
く
か
、
そ
し
て
ど
の
よ

う
に
継
続
さ
せ
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
子
ど
も
た
ち
の
美
術

文
化
へ
の
関
心
を
将
来
的
に
育
て
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

⑷　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
の
認
知
度
を
高
め
、
さ
ら
に
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
関
心
を
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
新
た
な
発
想
や
展
開
の
可
能
性
が
広
が
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め

に
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動
が
必
要
に
な
る
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
諸
点
を
課
題
と
し
て
認
識
し
、
以
下
の
構
成
で
本
稿
を
進
め
た
い
。

ま
ず
、
①
本
章
で
当
初
の
目
的
と
問
題
の
所
在
を
示
し
た
が
、
続
い
て
、
②
こ
れ
ま
で
の

三
回
の
実
践
の
具
体
的
内
容
を
詳
述
し
、
こ
れ
を
③
美
術
科
教
育
の
観
点
か
ら
、
④
博
物
館

の
教
育
・
普
及
活
動
の
観
点
か
ら
、
⑤
工
芸
作
家
の
観
点
か
ら
振
り
返
る
。
こ
れ
ら
に
基
づ

き
、
⑥
本
章
に
挙
げ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
今
後
の
展
開
に
向
け
て
の
提
言
と
す
る
。

④
を
本
学
博
物
館
学
芸
員
課
程
教
員
の
田
中
梨
枝
子
、
⑤
を
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
指

導
、
報
告
展
展
示
指
導
を
行
っ
た
染
谷
聡
が
執
筆
、
他
を
鷹
木
朗
が
執
筆
す
る
。
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二
、
こ
れ
ま
で
の
実
践
内
容

（
一
）
二
〇
一
八
年
度
『
造
形
ト
ラ
園　

─ 
郷
土
玩
具
で
遊
ぼ
う 

─
』

・
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

二
〇
一
七
年
八
月
十
七
日
（
木
）

　

午
前
の
部　
　

九
時
三
十
分
〜
十
二
時　
「
ト
ラ
の
飼
い
主
に
な
ろ
う
！
」

　

午
後
の
部　

十
三
時　

十
分
〜
十
六
時　
「
大
き
な
ト
ラ
と
あ
そ
ぼ
う
！
」

参
加
者
：

　
　
　
　

京
都
市
北
白
川
児
童
館
の
小
学
生　

一
年
生　
　

十
四
名
（
午
前
の
み
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
・
三
年
生　

三
十
一
名
（
終
日
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
年
生　
　
　

一
名　
　
（
終
日
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
計
：
午
前
四
十
六
名
、
午
後
三
十
二
名

 

学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
：
八
名
。
子
ど
も
の
活
動
補
助
、
材
料
、
用
具
の
整
備

 

会
場
：
芸
術
館
展
示
室

・
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
報
告
展

　

二
〇
一
七
年
九
月
十
六
日
（
土
）・
十
七
日
（
日
）
十
時
〜
十
七
時

　

京
都
造
形
芸
術
大
学
大
学
祭
「
大
瓜
生
祭
」
と
同
じ
期
間
に
開
催
。

十
六
日
に
台
風
が
接
近
し
終
日
大
雨
が
降
り
、
警
報
が
出
た
時
点
で
大
瓜
生
祭
と
共
に

開
催
中
止
と
な
っ
た
。
入
場
者
は
二
名
を
数
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。

 

会
場
：
芸
術
館
展
示
室

初
め
て
の
実
践
で
あ
り
、
手
探
り
の
中
で
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
四
月
か
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
企
画
・
指
導
を
染
谷
講
師
に
依
頼
し
、
鷹
木
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
同
時
に
参

加
者
を
ど
の
よ
う
に
募
集
す
る
か
、
こ
ど
も
芸
術
学
科
教
員
の
浦
田
雅
夫
氏
に
相
談
し
、
氏

の
紹
介
で
大
学
か
ら
最
も
近
い
立
地
の
京
都
市
北
白
川
児
童
館
に
案
内
の
チ
ラ
シ
（
図
1
）
を

持
参
し
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
同
児
童
館
は
以
前
に
も
こ
ど
も
芸
術
学
科
主
催
の
造
形
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
等
に
参
加
経
験
が
あ
り
、
関
心
を
持
っ
て
協
力
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
実
施
に
あ
た
っ
て
、
芸
術
館
収
蔵
品
の
中
で
も
郷
土
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
分
類
さ
れ
て
い
る
張
り
子
の
虎
（
図
2
）
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
同
館
に

は
比
較
的
大
型
の
張
り
子
の
虎
が
十
体
あ
ま
り
、
伏
見
人
形
な
ど
約
五
〇
〇
点
の
土
人
形
、
さ

ら
に
小
型
の
張
り
子
、
木
製
、
竹
製
等
の
動
物
型
玩
具
が
あ
る
他
、
子
ど
も
に
触
っ
て
も
ら

う
こ
と
も
で
き
る
実
習
用
の
教
材
資
料
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
展
示
室
に
備
え
た
陳
列
ケ
ー

ス
に
展
示
し
て
鑑
賞
で
き
る
ほ
か
、
教
材
資
料
に
関
し
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
。

造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
行
う
活
動
は
以
下
の
二
種
類
。

「
ト
ラ
の
飼
い
主
に
な
ろ
う
！
」
で
は
張
子
の
虎
な
ど
に
親
し
ん
だ
子
ど
も
た
ち
が
、
軽
量

の
学
童
用
樹
脂
粘
土
を
用
い
て
造
形
し
、
さ
ら
に
学
童
用
絵
の
具
で
彩
色
し
て
、
思
い
思
い

に
張
り
子
の
虎
の
家
族
や
友
達
ト
ラ
を
作
る
。
そ
こ
で
発
想
が
広
が
れ
ば
子
ど
も
た
ち
の
周

囲
に
多
く
用
意
し
て
い
る
段
ボ
ー
ル
で
（
廃
段
ボ
ー
ル
箱
を
中
心
に
、
不
足
し
な
い
よ
う
に
板
段
ボ
ー
ル
も

用
意
し
た
）、
ト
ラ
の
家
、
ト
ラ
の
店
な
ど
自
由
に
工
作
し
、「
造
形
ト
ラ
園
」
を
創
造
す
る
（
図

図 1　2017 年度ワークショップのチラシ

図 2　芸術館所蔵の張り子の虎

図 3　収蔵品の展示の前で活動する（2017）

図 4　トラとトラのお家（2017）
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3
・
図
4
）。

「
大
き
な
ト
ラ
と
あ
そ
ぼ
う
！
」
で
は
、
ロ
ー
ル
画
用
紙
を
貼
り
合
わ
せ
た
幅
三
メ
ー
ト
ル

高
さ
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
白
い
紙
を
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
、
そ
こ
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
用

い
て
虎
の
日
常
の
動
画
を
映
写
す
る
。
水
浴
び
を
し
た
り
緑
陰
の
枝
の
上
を
ゆ
っ
く
り
と
歩

い
た
り
す
る
ほ
ぼ
実
物
大
に
映
し
出
さ
れ
た
虎
を
追
い
掛
け
な
が
ら
、
オ
イ
ル
パ
ス
で
ト
ラ

や
樹
々
や
そ
の
他
の
も
の
を
自
由
に
描
い
て
い
く
。
大
き
な
ト
ラ
に
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
が

群
が
っ
て
、
一
緒
に
遊
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
（
図
5
）。
動
画
は
染
谷
講
師
が
手
配
を

し
、
富
士
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
か
ら
提
供
を
受
け
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
趣
旨
を
説
明
し
た

と
こ
ろ
、
快
く
無
償
で
三
種
の
映
像
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

子
ど
も
た
ち
は
熱
心
に
ト
ラ
を
、
ト
ラ
の
家
や
店
を
工
作
し
、
さ
ら
に
、
映
像
に
駆
け
寄
っ

て
全
身
で
白
い
紙
に
描
線
を
刻
印
し
て
い
く
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
報
告
展
は
、
子
ど
も
た
ち
の
作
品
と
芸
術
館
の
収
蔵
品
を
可
能
な
限
り

同
列
に
し
て
展
示
す
る
こ
と
を
心
掛
け
た
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
当
日
の
活
動
の
様
子

を
動
画
に
記
録
し
、
こ
れ
も
会
場
内
で
映
写
し
た
。
子
ど
も
た
ち
、
保
護
者
、
児
童
館
関
係

者
に
子
ど
も
た
ち
自
身
の
体
験
や
作
品
の
価
値
を
知
っ
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
多
く
の
本
学

学
生
に
小
学
生
の
造
形
活
動
の
面
白
さ
や
価
値
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
企
図
し
た
が
、
台

風
の
影
響
で
ほ
と
ん
ど
観
覧
し
て
も
ら
え
な
い
状
況
で
終
わ
っ
た
の
は
大
変
残
念
で
あ
っ
た

（
図
6
）。

（
二
）
二
〇
一
八
年
度
『
造
形
ト
ラ
園　

─ 

郷
土
玩
具
で
遊
ぼ
う 

─
』

・
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

二
〇
一
八
年
八
月
十
日
（
金
）
十
一
日
（
土
）

　

午
前
の
部　
　

十
時　
　
　

〜
十
二
時　
　
　
　
「
ト
ラ
の
飼
い
主
に
な
ろ
う
！
」

　

午
後
の
部　

十
三
時
十
分　

〜
十
五
時
十
分　
　
「
大
き
な
ト
ラ
と
あ
そ
ぼ
う
！
」

十
日
の
参
加
者
：

　
　
　
　
　

京
都
市
北
白
川
児
童
館
の
小
学
生　
　

一
年
生　

十
九
名
（
午
前
の
み
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
年
生　

十
四
名　
　
（
終
日
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
年
生　

十
三
名　
　
（
終
日
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
年
生　
　

五
名　
　
（
終
日
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
計
：
午
前
五
十
一
名
、
午
後
三
十
二
名

十
一
日
の
参
加
者
：

　
　
　
　
　

一
般
（
こ
ど
も
芸
術
大
学
卒
業
生
、
近
隣
小
学
校
生
）
十
八
名
（
午
前
午
後
自
由
参
加
）

 

学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
：
八
名
。
子
ど
も
の
活
動
補
助
、
材
料
、
用
具
の
整
備

 

会
場
：
芸
術
館
展
示
室

・
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
報
告
展

　
　

二
〇
一
八
年
九
月
十
五
日
（
土
）・
十
六
日
（
日
）
十
時
〜
十
七
時

　
　

京
都
造
形
芸
術
大
学
大
学
祭
「
大
瓜
生
祭
」
と
同
じ
期
間
に
開
催
。

　
　

来
場
者
数
：
六
百
三
十
九
名

 

会
場
：
芸
術
館
展
示
室

前
年
に
引
き
続
き
張
り
子
の
虎
を
モ
チ
ー
フ
に

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
が
、
二
日
間
に
拡
大
し

て
一
日
目
を
京
都
市
北
白
河
児
童
館
の
小
学
生
を

対
象
と
し
た
団
体
参
加
方
式
、
二
日
目
を
個
人
参

加
形
式
（
低
学
年
生
は
保
護
者
同
伴
）
で
行
っ
た
。
二
日

目
の
募
集
方
法
と
し
て
は
、
本
学
の
こ
ど
も
芸
術

大
学
（
当
時
、
認
可
保
育
園
と
し
て
の
再
始
動
に
向
け
休
止
中
）

に
協
力
を
仰
ぎ
、
小
学
生
在
学
の
卒
業
生
へ
の
ダ

イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
発
送
と
、
近
隣
八
校
の
小
学
校

へ
の
チ
ラ
シ
送
付
を
行
っ
た
。

図 5　トラの映像を追い掛けてドローイング（2017）

図 6　報告展展示風景（2017）

図 7　粘土の匂いを嗅いだり、触ったり
（ワークショップの始まり2018）
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ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
は
、
前
年
と
同
様
に
、
粘
土
に
よ
る
ト
ラ
の
造
形
と
ト
ラ
の
映

像
か
ら
の
大
き
な
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
で
あ
る
。
粘
土
の
造
形
に
関
し
て
は
、
芸
術
館
の
資
料
の

中
に
昭
和
期
の
土
産
物
と
思
わ
れ
る
素
朴
な
虎
の
絵
馬
が
あ
っ
た
の
を
発
見
し
、
こ
れ
を
ヒ

ン
ト
に
、
絵
馬
型
に
切
っ
た
段
ボ
ー
ル
の
土
台
に
型
を
用
い
て
作
っ
た
ト
ラ
の
レ
リ
ー
フ
を

接
着
し
、
彩
色
す
る
と
い
う
絵
馬
制
作
を
取
り
入
れ
た
（
図
8
・
図
9
）。
石
膏
に
よ
る
虎
の
型

は
染
谷
講
師
が
製
作
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
絵
馬
制
作
を
大
い
に
楽
し
ん
だ
が
、
時
間
が
経

つ
に
つ
れ
て
そ
れ
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
昨
年
同
様
の
自
由
な
立
体
造
形
、
そ
し
て
ト
ラ

の
お
家
、
店
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
造
形
物
が
生
み
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
大
き
な
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
で
は
、
紙
の
サ
イ
ズ
を
一
回
り
大
き
く
し
、
映
像
も
前
年
の
体
験
か
ら
、
動
き
が
ゆ
っ
く

り
し
て
い
る
虎
の
様
子
を
撮
影
し
た
映
像
を
追
加
し
て
富
士
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
か
ら
提
供
を

受
け
た
。

一
日
目
は
、
児
童
館
で
前
年
の
体
験
が
良
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
希
望
者
が
増
え
、
五

十
人
超
の
参
加
と
な
っ
た
。
二
日
目
は
当
日
の
飛
び
入
り
参
加
も
含
め
て
十
八
人
の
参
加
者

が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夏
季
休
暇
中
の
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
希
望
者
に
は
限
り
が

あ
り
、
ま
た
会
場
の
広
さ
と
参
加
者
に
占
め
る
一
年
生
の
比
率
の
高
さ
も
あ
り
、
終
始
そ
の

対
応
に
追
わ
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
な
っ
た
感
が
否
め
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
個
人
参
加
方

式
で
は
、
子
ど
も
の
造
形
物
の
返
却
（
報
告
展
終
了
時
の
一
時
間
に
取
り
に
来
て
も
ら
う
形
を
取
っ
た
）
に

も
課
題
が
残
り
、
持
ち
帰
っ
た
作
品
の
取
り
違
え
、
紛
失
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
も
数
例
起
こ

り
、
今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
関
す
る
前
年
か
ら
の
細
か
い
改
善
は
功
を
奏
し
、
低
学
年

か
ら
中
高
学
年
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
が
よ
り
活
発
に
活
動
で
き
る
様
子
が
見
て
取
れ
た
。

報
告
展
は
、
天
候
に
も
恵
ま
れ
て
、
学
園
祭
の
二
日
間
を
通
じ
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
、

本
学
学
生
、
学
園
祭
を
訪
れ
た
一
般
の
来
館
者
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
と
そ
の
家
族
な

ど
、
入
場
者
数
六
三
九
名
を
数
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
二
日
間
の
会
期
に
も
関
わ
ら

ず
芸
術
館
の
年
間
最
多
入
場
者
数
と
な
っ
た
。
展
示
室
中
央
に
子
ど
も
た
ち
の
絵
馬
を
全
て

掛
け
た
壁
面
を
設
け
、
そ
の
裏
面
に
は
子
ど
も
た
ち
の
大
き
な
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
貼
っ
た
上

か
ら
、
そ
れ
を
描
い
た
時
の
虎
の
映
像
を
重
ね
て
映
し
出
し
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
様
子
を

象
徴
的
に
表
現
し
た
。
そ
の
周
囲
に
は
、
幾
枚
も
の
大
き
な
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
粘
土
と
段
ボ
ー

ル
の
造
形
物
を
配
し
、
さ
ら
に
芸
術
館
所
蔵
の
張
り
子
の
虎
や
郷
土
玩
具
の
数
々
を
子
ど
も

の
造
形
物
と
混
在
さ
せ
な
が
ら
展
示
し
た
（
図
10
・
図
11
）。

（
三
）
二
〇
一
九
年
度
『
造
形
遺
跡　

─ 

縄
目
文
様
で
土
器
ド
キ
！ 

─
』

・
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
　

二
〇
一
九
年
八
月
九
日
（
金
）

　
　

午
前
の
部　
　

十
時　
　
　

〜
一
二
時

　
　

午
後
の
部　

十
三
時
一
〇
分
〜
十
五
時
十
分

参
加
者
：

　
　
　
　
　

京
都
市
北
白
川
児
童
館
の
小
学
生　
　

三
年
生　

十
五
名　
（
終
日
参
加
）

図 8　型からトラや絵馬を作る（2018）

図 9　彩色して絵馬ができあがる（2018）

図 10　報告展会場風景（2018）

図 11　報告展展示の様子（2018）
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四
年
生　
　

九
名　
（
終
日
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
年
生　
　

二
名　
（
終
日
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
年
生　
　

一
名　
（
終
日
参
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
計
：
二
十
九
名

 

学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
：
六
名
。
子
ど
も
の
活
動
補
助
、
材
料
、
用
具
の
整
備

 

会
場
：
芸
術
館
展
示
室

・
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
報
告
展

　
　

二
〇
一
九
年
九
月
十
四
日
（
土
）・
十
五
日
（
日
）
十
時
〜
十
七
時

　
　

京
都
造
形
芸
術
大
学
大
学
祭
「
大
瓜
生
祭
」
と
同
じ
期
間
に
開
催
。

　
　

来
場
者
数
：
六
百
八
名

 

会
場
：
芸
術
館
展
示
室

二
年
続
け
て
張
り
子
の
虎
を
モ
チ
ー
フ
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
組
み
立
て
た
が
、
そ
の
他

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
活
か
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
芸
術
館
の
収
蔵
品
の
中
で
も
質
量
と
も

に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
縄
文
土
器
群
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
染

谷
講
師
は
か
ね
て
よ
り
工
芸
作
家
と
し
て
文
様
に
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
縄
目
文

様
を
活
動
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
ま
た
、
昨
年
度
の
教
訓
か
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
開
催
を
一
日
だ
け
、
京
都
市
北
白
川
児
童
館
の
団
体
参
加
の
み
と
し
、
そ
の
モ
チ
ー
フ

と
内
容
か
ら
も
三
年
生
以
上
に
参
加
対
象
を
絞
る
こ
と
に
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
会
場
で
あ
る
芸
術
館
展
示
室
に
は
、
大
型
の
縄
文
土
器
を
ガ
ラ
ス
ケ
ー

ス
の
壁
面
に
、
さ
ら
に
小
型
の
土
器
や
土
偶
な
ど
を
置
き
台
型
の
展
示
ケ
ー
ス
に
多
数
展
示

し
、
子
ど
も
た
ち
が
自
由
に
観
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

活
動
内
容
は
次
の
三
つ
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。

・
縄
目
模
様
を
か
く
道
具
を
つ
く
る
！

　
　

円
柱
や
角
材
に
い
ろ
い
ろ
な
縄
を
巻
き
つ
け
る
。
大
き
い
の
や
小
さ
い
の
や
。

・
縄
文
の
絵
を
か
く
！

　
　

道
具
に
絵
の
具
を
つ
け
て
、
床
に
し
い
た
紙
に
み
ん
な
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
。

・
土
器
の
形
の
置
物
を
つ
く
る
！

　
　

模
様
を
か
い
た
紙
を
土
器
の
形
に
切
り
抜
い
て
、
厚
紙
に
は
る
。

ボ
イ
ド
管
や
紙
芯
用
の
紙
管
、
さ
ら
に
数
種
の
角
材
と
さ
ま
ざ
ま
な
太
さ
の
縄
を
用
意
し
、

こ
れ
を
子
ど
も
た
ち
が
加
工
し
て
縄
目
文
様
用
の
道
具
を
作
る
（
図
12
）。
床
に
は
ロ
ー
ル
画

用
紙
を
貼
り
合
わ
せ
た
三
メ
ー
ト
ル
四
方
の
大
き
な
紙
を
二
箇
所
用
意
し
、
そ
の
上
で
、
絵

の
具
に
浸
し
た
り
塗
り
付
け
た
り
し
た
先
ほ
ど
の
道
具
を
転
が
し
て
い
く
（
図
13
）。
敷
か
れ

た
紙
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
広
大
無
辺
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
、
徐
々
に
大
き
な
道
具
、
大

き
な
縄
目
文
様
を
目
指
し
始
め
る
（
図
14
・
15
）。
他
に
も
結
び
目
の
あ
る
縄
を
振
り
ま
わ
し
て

紙
に
叩
き
つ
け
た
り
、
手
形
な
ど
を
付
け
始
め
た
り
、
子
ど
も
た
ち
は
自
由
に
紙
の
上
を
動

き
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
き
な
紙
一
面
に
で
き
た
縄
目
文
様
の
広
が
り
か
ら
、
気
に
入
っ

た
部
分
を
見
つ
け
て
土
器
（
壺
）
や
土
偶
の
形
に
切
り
抜
き
（
図
16
）、
段
ボ
ー
ル
で
裏
打
ち
し

図 12　縄目のための道具を作る（2019）

図 13　大きな紙に縄目文様をつける（2019）

図 14　だんだん大きな道具を作る（2019）

図 15　大きな文様をつける（2019）
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て
自
立
で
き
る
よ
う
に
仕
上
げ
る
。
自
由
な
活
動
の
結
果
と
し
て
無
作
為
に
で
き
た
縄
目
文

様
の
よ
う
に
見
え
る
紙
の
広
が
り
で
あ
る
が
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
、
そ
の

中
か
ら
気
に
入
っ
た
箇
所
を
見
つ
け
て
い
く
様
子
が
窺
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
展
示
ケ
ー
ス
の

土
器
や
土
偶
を
よ
く
観
察
し
、
そ
の
形
や
模
様
を
読
み
取
っ
て
い
る
姿
も
何
度
も
見
る
こ
と

が
で
き
た
。

報
告
展
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
活
動
時
そ
の
ま
ま
に
、
子
ど
も
た
ち
が
切
り
抜
い
た

後
の
三
メ
ー
ト
ル
四
方
の
紙
を
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
の
上
に
敷
い
た
り
、
壁
に
貼
っ
た
り
し
て
展

示
し
、
そ
の
周
り
に
切
り
抜
い
て
作
っ
た
土
器
形
、
土
偶
形
の
作
品
を
立
て
た
り
、
縄
目
を

つ
け
た
道
具
を
展
示
し
、
展
示
ケ
ー
ス
に
は
そ
の
ま
ま
縄
文
土
器
、
土
偶
を
展
示
し
た
。
そ

れ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
私
た
ち
に
そ
う
思
わ
せ
た
よ
う
に
、
白
い
紙
の
中
か
ら
彼
ら
の

造
形
活
動
が
土
器
や
土
偶
を
発
見
し
掘
り
出
し
た
、
発
掘
現
場
の
様
子
を
再
現
し
よ
う
と
意

図
し
た
展
示
で
あ
る
（
図
17
）。

三
、
美
術
科
教
育
の
観
点
か
ら

（
一
）
図
画
工
作
科
の
「
造
形
遊
び
」
に
つ
い
て

現
行
の
文
部
科
学
省
告
示
の
学
習
指
導
要
領
（5）
に
お
い
て
は
、
小
学
校
の
図
画
工
作
科
は
、

中
学
校
・
高
等
学
校
の
美
術
科
同
様
に
、
ま
ず
教
科
全
体
の
内
容
を
「
Ａ
表
現
」「
Ｂ
鑑
賞
」

と
い
う
二
領
域
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
中
等
教
育
の
美
術
科
で
は
「
絵
画
」「
彫

刻
」「
デ
ザ
イ
ン
」「
工
芸
」
と
「
美
学
・
美
術
史
（
鑑
賞
）」
の
五
つ
を
教
科
内
容
の
小
領
域

と
し
て
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
図
画
工
作
科
で
は
表
現
活
動
を
「
造
形
遊
び
を
す
る
」
と

「
絵
、
立
体
、
工
作
に
表
す
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
る
と
さ
れ
て
い
る
（6）
。

こ
の
造
形
遊
び
は
、
一
九
七
七
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
（7）
に
「
造
形
的
な
遊
び
」
と
し

て
、
低
学
年
を
対
象
に
初
め
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
生
態
を
注
意
深
く
観
察

す
る
中
か
ら
、
身
体
的
存
在
を
基
盤
と
す
る
人
間
の
精
神
が
物
質
と
環
境
に
出
会
っ
て
自
然

発
生
的
に
生
起
す
る
造
形
活
動
、
こ
れ
を
授
業
に
生
か
そ
う
と
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
一
方
で
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
や
ア
ー
ス
・
ワ
ー
ク
、
さ
ら
に
は
我

が
国
の
も
の
派
と
い
っ
た
六
十
年
代
か
ら
七
十
年
代
の
現
代
美
術
の
動
向
が
潜
在
的
に
影
響

し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
高
度
成
長
末
期
か
ら
バ
ブ
ル
期
前
夜
と
い
う
時

代
背
景
は
、
近
代
工
業
化
社
会
か
ら
高
度
情
報
化
社
会
へ
と
向
か
う
我
が
国
の
タ
ー
ニ
ン
グ

ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
こ
に
近
代
的
身
体
観
の
喪
失
と
い
う
人
間
論
的
危
機
の
予
兆
を
嗅
ぎ

取
っ
た
教
育
者
が
示
し
た
反
応
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
造
形
遊
び
は
今

日
ま
で
図
画
工
作
科
学
習
指
導
要
領
に
継
続
さ
れ
、
対
象
は
小
学
校
全
学
年
に
拡
大
さ
れ
た
。

し
か
し
、
造
形
遊
び
は
今
日
に
お
け
る
美
術
教
育
上
の
意
義
が
大
き
く
認
め
ら
れ
て
い
る

と
同
時
に
、
そ
の
多
義
性
ゆ
え
に
捉
え
に
く
い
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
形
の
上
で
は
、
図
画

工
作
科
に
お
い
て
、
作
品
と
い
う
成
果
物
を
持
た
な
い
（
求
め
な
い
）、
身
体
・
物
質
・
環
境
の

関
わ
り
合
い
の
中
で
生
み
出
さ
れ
る
活
動
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
た
授
業
題
材
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
美
術
館
等
が
行
う
社
会
教
育
と
し
て
の
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
通
じ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
学
校
教
育
版
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
永
守
基
樹
も
指
摘

し
た
よ
う
に
、
造
形
遊
び
は
「
一
つ
の
（
表
現
）
領
域
」
な
の
か
、「
汎
領
域
的
基
礎
」
な
の

か
、「
教
科
全
体
の
理
念
・
方
法
」
な
の
か
と
い
う
点
が
長
年
曖
昧
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
教

育
現
場
で
の
混
乱
、
積
極
的
な
普
及
を
阻
ん
で
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る
（8）
。

他
方
、「
絵
に
表
す
」「
立
体
に
表
す
」「
工
作
に
表
す
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
中
学
校
で
の
「
絵

画
」「
彫
刻
」「
デ
ザ
イ
ン
」「
工
芸
」
に
繋
が
っ
て
い
く
系
統
性
が
あ
る
。
こ
の
三
つ
が
「
造

形
遊
び
を
す
る
」
と
併
置
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
場
合
は
、
造
形
遊
び
は
図
画
工
作
科
の
中
の

一
つ
の
領
域
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
平
成
二
九
年
告
示
の
現
行
学
習
指
導
要
領

に
お
い
て
は
、
発
想
や
構
想
に
関
す
る
事
項
、
技
能
に
関
す
る
事
項
と
い
っ
た
Ａ
表
現
の
内

容
に
関
わ
る
全
て
の
事
項
に
お
い
て
「
造
形
遊
び
を
す
る
」
活
動
と
「
絵
、
立
体
、
工
作
に

表
す
」
活
動
が
対
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
が
密
接
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、「
思
考
力
、

判
断
力
、
表
現
力
等
」「
知
識
及
び
技
能
」
さ
ら
に
は
「
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
」
と

い
っ
た
現
行
学
習
指
導
要
領
全
体
を
貫
く
三
つ
の
力
の
育
成
と
い
う
理
念
が
強
く
打
ち
出
さ

図 16　大きな紙から土器を掘り出す（2019）

図 17　報告展展示風景（2019）
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れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
絵
、
立
体
、
工
作
に
表
す
」
活
動
は
、
小
学
校
の
学
齢
に
お
い
て
は
、

美
術
文
化
活
動
の
諸
分
野
と
し
て
分
化
す
る
以
前
の
原
初
的
振
る
舞
い
と
直
接
的
な
繋
が
り

を
持
つ
も
の
で
あ
り
、「
造
形
遊
び
を
す
る
」
活
動
は
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
あ
る
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
汎
領
域
的
基
礎
と
し
て
の
造
形
遊
び
と
い
う
位
置
付
け
が
明
確
化

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

造
形
遊
び
は
、
作
品
と
い
う
成
果
物
を
目
的
と
せ
ず
、
造
形
活
動
そ
の
も
の
を
対
象
化
し

目
的
と
す
る
と
先
述
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
協
働
性
の
重
視
と
い
う
授
業
形
態
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
図
画
工
作
科
は
、
団
体
生
活
を
通
じ
て
成
長
し
て
い
く
場
と
い
う
側
面
を
し
ば
し

ば
持
っ
て
い
る
小
学
校
に
お
い
て
、
絵
、
立
体
、
工
作
に
表
す
活
動
が
、
数
少
な
い
「
一
人

に
な
れ
る
時
間
」
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
造
形
遊
び
は
活
動
を
通

じ
て
協
働
性
を
育
む
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
が
相
補
的
に
「
対
象
と
の
対
話
」「
他

者
と
の
対
話
」「
自
分
自
身
と
の
対
話
」（9）
と
い
う
学
び
に
お
け
る
対
話
の
三
様
態
を
実
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
図
画
工
作
科
に
お
い
て
の
「
主
体
的
、
対
話
的
で
深
い
学
び
」（10）

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
図
画
工
作
科
の
「
鑑
賞
」
に
つ
い
て

中
等
教
育
に
お
い
て
も
、
鑑
賞
教
育
の
意
味
は
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い

る
。
美
術
科
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、
教
科
の
目
標
と
し
て
「
生
活
や
社
会
の
中
の
美

術
や
美
術
文
化
と
豊
か
に
関
わ
る
資
質
・
能
力
」
と
い
う
文
言
が
明
記
さ
れ
、
表
現
活
動
と

切
り
離
せ
な
い
重
要
な
役
割
を
鑑
賞
活
動
が
担
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
図
画
工
作
科
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、「
生
活
や
社
会
の
中
の
形
や
色
な
ど
と

豊
か
に
関
わ
る
資
質
・
能
力
」
と
い
う
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｂ
鑑
賞
の
内
容

に
つ
い
て
も
、
低
学
年
で
は
「
自
分
た
ち
の
作
品
や
身
近
な
材
料
な
ど
の
造
形
的
な
面
白
さ

や
楽
し
さ
…
」
を
「
感
じ
取
っ
た
り
考
え
た
り
」
と
記
さ
れ
、
中
学
年
で
は
、
そ
れ
が
「
自

分
た
ち
の
作
品
や
身
近
な
美
術
作
品
、
製
作
の
過
程
な
ど
…
」
と
な
り
、
高
学
年
で
は
「
自

分
た
ち
の
作
品
、
我
が
国
や
諸
外
国
の
親
し
み
の
あ
る
美
術
作
品
、
生
活
の
中
の
造
形
な
ど

…
」
と
な
っ
て
い
る
。

各
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
図
画
工
作
科
の
教
科
書
を
見
て
も
、
掲
載
さ
れ
る
作
品

の
多
く
は
小
学
生
自
身
が
制
作
し
た
作
品
群
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
等
教
育
に
な
る
に
つ
れ
て
、

徐
々
に
生
徒
自
身
の
作
品
と
対
置
し
な
が
ら
古
今
東
西
の
美
術
作
品
の
鑑
賞
へ
と
シ
フ
ト
し

て
い
く
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
画
工
作
科
に
お
い
て
は
、
ま
ず
自
分
た
ち

の
作
品
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
感
じ
取
っ
た
り
考
え
た
り
す
る
活
動
が
重
視
さ
れ
、
徐
々
に
身

の
回
り
、
社
会
、
歴
史
と
同
心
円
状
に
広
が
る
美
術
文
化
の
豊
か
な
世
界
に
触
れ
合
っ
て
い

く
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｂ
鑑
賞
に
お
い
て
は
作
品
鑑
賞
に
や
や
重
き
を
置
い
た
文
言
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
背
景
に
は
当
然
、
自
然
環
境
・
生
活
環
境
の
中
に
、
形
や
色
や
素
材
の
豊
か
さ
・
面
白

さ
を
見
出
し
、
そ
れ
を
楽
し
む
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
前
提
と
な
っ

た
鑑
賞
行
為
で
あ
り
、
表
現
行
為
で
あ
る
は
ず
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
小
学
生
と
い
う

学
齢
の
発
育
段
階
に
お
い
て
、
造
形
遊
び
の
役
割
は
大
き
い
。
こ
の
よ
う
な
力
が
、
そ
の
後

の
作
品
制
作
・
作
品
鑑
賞
の
力
へ
の
橋
渡
し
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
で
の
実
践
に
つ
い
て

こ
こ
で
芸
術
館
小
学
生
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
の
実
践
を
振
り
返
っ
て
み
る
。

小
学
生
の
造
形
活
動
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
は
主
に
「
工
作
に
表
す
」
活
動
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
玩
具
と
し
て
の
虎
や
そ
の
家
な
ど
の
造
形
、
絵
馬
の
制
作
、
縄
文
土
器
を
象
っ

た
置
物
な
ど
は
、
生
活
の
中
で
の
造
形
を
試
み
る
と
い
う
点
で
、
中
等
教
育
以
降
の
工
芸
分

野
に
連
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
行
っ
た
、
実
物
大
の
映
像
の
虎
を
追

い
か
け
て
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
す
る
活
動
や
、
床
に
敷
い
た
大
き
な
紙
に
縄
目
文
様
を
施
し
て
い

く
活
動
は
、「
絵
に
表
す
」
活
動
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
協
働
性
や
素
材
と
の
関
わ
り
、
活
動

環
境
の
設
定
な
ど
、
造
形
遊
び
の
授
業
題
材
に
極
め
て
接
近
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

同
時
に
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
プ
は
優
れ
て
鑑
賞
行
為
で
あ
っ
た
。
張
り
子
の
虎
や
土
人
形

な
ど
の
郷
土
玩
具
類
は
、
明
治
〜
昭
和
期
の
子
ど
も
た
ち
に
親
し
み
の
あ
っ
た
存
在
で
あ
り
、

親
た
ち
の
願
い
を
込
め
た
存
在
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
と
現
代
の
小
学
生
た
ち
が
出
会
う
こ

と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
ま
た
、
張
り
子
の
虎
に
触
れ
土
人
形
に
触
れ
る
こ
と
は
、

自
分
た
ち
が
粘
土
で
ト
ラ
を
作
る
こ
と
と
密
接
に
繋
が
っ
て
お
り
、
限
定
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
、

限
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
の
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち

が
自
然
に
造
形
活
動
を
生
起
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
縄
文
土
器
や
土
偶
に
関
し
て
も

同
様
で
、
太
古
の
人
々
の
造
形
、
そ
の
手
業
の
跡
を
辿
り
、
自
分
た
ち
が
同
じ
手
法
で
文
様

を
生
み
出
し
て
い
く
過
程
は
、
鑑
賞
と
表
現
が
ス
ム
ー
ズ
に
往
還
す
る
状
態
を
作
り
出
し
た
。

一
般
的
に
図
画
工
作
科
や
美
術
科
の
授
業
で
の
鑑
賞
教
育
は
言
語
活
動
を
中
心
に
進
め
る

こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
作
品
を
鑑
賞
し
て
感
じ
た
こ
と
考
え
た
こ
と
を
話
し
、
聞
き
、
さ
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ら
に
考
え
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、

特
に
学
齢
の
低
い
小
学
生
に
と
っ
て
は
、
表
面
的

な
部
分
の
鑑
賞
に
終
わ
る
危
険
も
あ
る
。
ま
た
、

感
じ
た
こ
と
を
言
葉
に
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
を

感
じ
て
授
業
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
子
ど
も
た
ち
も

多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
教
員
養
成
課
程
の
授
業
の
中
で
、
二
十

世
紀
絵
画
の
共
同
模
写
と
い
う
授
業
題
材
を
学
生

た
ち
に
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
る
。
ピ
カ
ソ
、

シ
ャ
ガ
ー
ル
と
い
っ
た
画
家
の
作
品
の
複
製
を
細

か
く
切
り
分
け
、
そ
の
ピ
ー
ス
を
各
自
が
一
心
に

模
写
を
し
、
最
後
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
元
の
絵
画
を

再
現
す
る
題
材
で
あ
る
。
作
品
の
小
さ
な
部
分
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
作
品
の

部
分
で
あ
る
か
、
誰
の
作
品
で
あ
る
か
、
容
易
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
で
他
の

人
の
部
分
と
接
合
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
い
い
加
減
に
も
取
り
組
め
ず
、
い
つ
し
か
熱
心
に

画
像
を
読
み
取
り
、
そ
の
色
使
い
や
形
体
を
追
い
か
け
て
い
る
。
最
後
に
誰
も
が
知
っ
て
い

る
名
画
が
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
教
室
に
再
現
さ
れ
る
と
、
ク
ラ
ス
の
全
員
が
一
種
の
感
動
に

包
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
絵
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
や
手
法
の
特
徴
が
知
ら
ず
知
ら
ず

の
う
ち
に
各
自
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
て
、
そ
の
後
に
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
の
対
話
型
鑑

賞
を
試
み
る
と
、
よ
り
活
発
な
言
葉
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
表
現
活
動
を

通
じ
て
鑑
賞
活
動
を
身
体
化
す
る
」
効
果
が
、
こ
こ
に
報
告
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
も
見

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
始
ま
り
に
は
、
私
た
ち
か
ら
郷
土
玩
具
や
縄
文
土

器
に
つ
い
て
の
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
活
動
の
最
中
に
子
ど
も

た
ち
が
展
示
ケ
ー
ス
の
側
に
駆
け
寄
り
、
ジ
ッ
と
収
蔵
品
を
見
つ
め
る
姿
を
幾
度
も
目
撃
し

た
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
（
図
18
）。

今
回
の
実
践
で
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
見
る
と
き
、
も
う
一
つ
の
特
徴
は
そ
の
遊
戯
性
で
あ
っ

た
。
一
、
二
回
目
の
実
践
は
モ
チ
ー
フ
が
文
字
通
り
玩
具
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
最
初
に

小
さ
な
動
物
玩
具
を
見
せ
た
と
き
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
駆
け
寄
り
、
今
に
も
手
に
取
っ
て

遊
び
始
め
そ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
き
な
ト
ラ
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
で
は
、
虎
の
映
像
が
始

ま
る
や
否
や
、
そ
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
伸
び
上
が
っ
た
り
駆
け
た
り
し
な
が
ら
ク
レ
パ
ス

を
振
る
う
姿
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
縄
目
文
様
の
活
動
で
は
、
た
だ
文
様
を
施
す
道
具
と
し

て
の
筒
型
で
は
な
く
、
そ
れ
そ
の
も
の
の
工
作
性
や
彩
色
の
面
白
さ
に
没
頭
し
た
り
、
縄
を

振
り
回
し
た
り
叩
き
付
け
た
り
す
る
姿
、
さ
ら
に
は
絵
の
具
が
付
い
て
し
ま
っ
た
手
の
平
を

か
ざ
し
な
が
ら
次
々
と
手
形
を
付
け
て
い
く
姿
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
造
形
す
る

意
志
や
目
的
を
も
忘
れ
て
、
あ
た
か
も
カ
イ
ヨ
ワ
が
述
べ
る
「
眩
暈
の
遊
び
」（11）
を
想
起
さ
せ

る
即
自
的
な
遊
戯
性
を
感
じ
さ
せ
た
（
図
19
・
図
20
）。
こ
こ
に
は
、
鑑
賞
す
る
対
象
や
目
的
を

持
っ
た
工
作
性
が
あ
る
と
同
時
に
、
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
が
保
障
す
る
逸
脱
の
自
由
が
、
環

境
的
・
身
体
的
に
存
在
し
て
い
た
の
だ
。

最
後
に
触
れ
て
お
く
べ
き
点
と
し
て
、
児
童
館
か
ら
の
団
体
参
加
を
基
本
と
し
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
。
子
ど
も
た
ち
は
日
常
か
ら
顔
見
知
り
で
、
し
か

し
学
年
に
幅
も
あ
り
、
学
校
内
の
学
級
ほ
ど
閉
鎖
的
で
は
な
い
関
係
性
を
持
つ
。
そ
の
こ
と

が
、
打
ち
解
け
た
自
由
な
空
気
を
生
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
学
校
で
の
活
動
に
近
い
空
気

を
持
ち
な
が
ら
、
社
会
教
育
で
の
実
践
の
良
さ
を
示
し
た
と
い
え
る
。 

（
鷹
木
）

四
、
芸
術
館
に
お
け
る
教
育
・
普
及
活
動
の
観
点
か
ら

（
一
）
芸
術
館
の
収
蔵
品
と
こ
れ
ま
で
の
活
動
概
要

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
館
（
以
下
：
芸
術
館
）
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
大
学
博
物
館
、

博
物
館
相
当
施
設
で
あ
り
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
活
用
し
た
展
覧
会
の
開
催
と
、
京
都
造
形
芸

術
大
学
（
以
下
：
本
学
）
の
通
学
部
、
通
信
教
育
部
の
学
芸
員
資
格
課
程
の
博
物
館
実
習
を
主
な

活
動
と
し
て
い
る
。
大
学
博
物
館
と
し
て
は
、
建
学
精
神
を
伝
承
す
る
が
学
部
と
一
定
の
距

図 18　土偶の形を観察する（2019）

図 19　手形をつける（2019）

図 20　道具を背負って走る（2019）
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離
が
あ
る
独
立
型
に
あ
た
る
と
い
え
る
（12）
。
ま
た
博
物
館
相
当
施
設
と
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
活
用
し
た
展
覧
会
と
関
連
事
業
に
努
め
て
き
た
。
本
学
関
係
者
の
寄
贈
に
よ
る
資
料
群
は
、

各
学
科
と
の
関
連
性
が
弱
く
、
学
科
と
芸
術
館
の
連
携
に
は
、
学
芸
員
課
程
担
当
教
員
が
学

芸
員
を
兼
務
す
る
こ
と
で
、
芸
術
・
文
化
へ
の
問
い
と
学
芸
員
の
職
務
の
実
際
を
同
時
に
学

ぶ
取
り
組
み
を
提
案
し
て
き
た
（13）
。
特
に
現
代
美
術
作
家
と
芸
術
館
資
料
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
る
特
別
展
示
は
、
豊
か
な
創
造
性
を
も
っ
て
博
物
館
資
料
の
価
値
を
発
見
し
活
用
に

つ
な
げ
る
と
い
う
、
芸
術
大
学
な
ら
で
は
の
学
芸
員
養
成
課
程
の
実
践
と
も
い
え
る
。
さ
ら

に
二
〇
一
八
年
以
降
の
特
徴
と
し
て
は
、
学
芸
員
課
程
の
履
修
生
と
の
共
同
企
画
展
に
も
力

を
注
い
で
お
り
、
学
生
が
自
ら
考
え
、
行
動
す
る
主
体
的
な
学
び
の
場
を
作
り
出
す
こ
と
を

目
的
と
し
て
実
践
し
て
い
る
。
芸
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
学
芸
員
の
視
点
か
ら
、
人
々

の
生
活
の
中
に
息
づ
い
て
き
た
芸
術
・
文
化
を
現
代
に
伝
え
る
意
意
義
深
い
資
料
群
で
あ
る

と
し
て
い
る
（14）
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
本
学
学
生
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
の
入
り
口
に
立
つ
全
て

の
人
々
へ
、
身
近
な
芸
術
体
験
の
価
値
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
群
と
い
え
よ
う
。
本

稿
で
は
、
芸
術
館
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ど
の
よ
う
に
社
会
に
開
か
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

の
か
、
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

（
二
）
社
会
教
育
機
関
と
し
て
の
役
割
と
地
域
と
の
関
わ
り

日
本
の
博
物
館
法
は
そ
の
時
代
の
要
請
に
あ
わ
せ
法
改
正
が
な
さ
れ
て
き
た
。
特
に
二
〇

〇
八
年
の
法
改
正
に
よ
り
従
来
の
調
査
研
究
・
収
集
・
保
存
・
展
示
等
の
機
能
に
加
え
、「
教

育
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（15）
。
ま
た
同
年
に
は
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
う
け

博
学
連
携
の
動
向
が
注
目
を
集
め
た
。
さ
ら
に
生
涯
学
習
と
博
物
館
の
関
係
に
お
い
て
は
、
一

九
九
六
年
に
提
唱
さ
れ
た
学
社
融
合
が
提
唱
さ
れ
て
以
降
、
地
域
の
社
会
教
育
施
設
と
し
て

生
涯
学
習
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
地
域
連
携
の
事
業
が
各

地
で
実
施
さ
れ
た
（16）
。
現
在
、
博
物
館
は
保
存
や
収
集
、
展
示
や
調
査
研
究
と
い
う
従
来
の

事
業
に
加
え
、
体
験
・
参
加
に
重
点
を
お
く
様
々
な
教
育
活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
（17）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
博
物
館
は
地
域
社
会
の
教
育
機
関
と
し
て
期
待
さ
れ
、
そ
れ
は

学
芸
員
養
成
課
程
を
持
つ
大
学
博
物
館
へ
も
波
及
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
芸
術
館
で
の
教
育
活
動
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
ま
ず
そ
の
主
軸
は
前
述
し
た
よ
う

に
展
覧
会
と
学
芸
員
養
成
課
程
に
お
け
る
実
践
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
以
外
に
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
や
特
別
講
義
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
京
都
・
大
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
連
携
事
業
な
ど
が

あ
る
（18）
。
そ
の
中
で
地
域
社
会
へ
ひ
ら
か
れ
た
博
物
館
の
試
み
と
し
て
、
本
項
で
は
「
サ
マ
ー

ス
ク
ー
ル
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
は
芸
術
館
と
教
員
養
成
課
程
の
連
携

事
業
で
あ
り
、
芸
術
館
を
会
場
に
、
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
報
告

展
で
構
成
さ
れ
る
。
活
動
の
テ
ー
マ
は
芸
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
郷
土
人
形
や
縄
文
土
器

な
ど
を
選
定
、
講
師
と
サ
ポ
ー
ト
メ
ン
バ
ー
は
本
学
講
師
と
学
生
が
務
め
る
。

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
は
芸
術
館
の
こ
れ
ま
で
の
教
育
活
動
に
な
い
特
徴
を
持
つ
。
ま
ず
、
教

員
養
成
課
程
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
に
関
心
の
あ
る
学
生
が
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
に
参
加
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
幼
児
教
育
や
美
術
科
教
育
の
実
践
的
な
学
習
機
会
を
提
供
し
て
い

る
と
言
え
る
。
ま
た
京
都
市
北
白
川
児
童
館
と
い
う
外
部
施
設
の
つ
な
が
り
を
挙
げ
る
。
三

年
継
続
し
て
き
た
関
係
は
良
好
で
、
地
域
に
開
か
れ
た
活
動
継
続
の
成
果
と
言
え
る
。
さ
ら

に
学
科
と
の
つ
な
が
り
が
弱
く
集
客
を
苦
手
と
す
る
芸
術
館
に
と
っ
て
、
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル

報
告
展
に
毎
年
多
く
の
来
場
者
が
あ
る
こ
と
も
、
広
報
や
周
知
の
面
か
ら
支
え
と
な
っ
て
い

る
。た

だ
し
、
問
題
点
も
多
い
。
現
在
、
芸
術
館
の
展
覧
会
と
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
は
収
蔵
品
と

の
つ
な
が
り
は
あ
る
も
の
の
、
展
覧
会
と
は
連
動
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
広
報
的
な
観

点
か
ら
見
る
と
、
特
定
の
参
加
者
に
の
み
開
か
れ
て
お
り
、
広
く
情
報
が
行
き
渡
っ
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
教
員
養
成
課
程
と
学
芸
員
養
成
課
程
が
連
携
す
る
か
ら
こ
そ
の
魅
力
を
発

揮
で
き
る
機
会
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
報
発
信
の
弱
さ
か
ら
、
強
み
が
生
か
し
き
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
無
論
、
事
前
準
備
の
段
階
で
は
学
芸
員
と
教
員
養
成
課
程
教
員
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
講
師
が
協
力
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
芸
術
館
の
教
育
・
普

及
事
業
と
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
の
関
連
は
明
確
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
地
域
と
の
連
携

に
つ
い
て
、
現
在
京
都
市
北
白
川
児
童
館
と
の
関
係
性
は
築
か
れ
つ
つ
あ
る
が
、
長
期
的
な

計
画
や
今
後
の
地
域
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
筋
道
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
現
在
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
は
特
定
の
施
設
と
の
関
係
で
実
施
さ
れ
て

お
り
、
学
内
の
認
可
保
育
園
を
は
じ
め
そ
の
他
の
地
域
の
子
ど
も
た
ち
へ
開
か
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
に
お
け
る
生
涯
学
習
機
会
を
芸
術
館
が
担
う
の
で
あ
れ
ば
、
ど

の
よ
う
に
地
域
に
開
い
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
検
討
す
べ
き
事
柄
は
多
い
。
ま
た
他
に
も

課
題
が
見
え
て
く
る
。
例
え
ば
高
齢
者
や
社
会
人
な
ど
そ
の
他
の
世
代
の
学
習
機
会
も
視
野

に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
、
芸
術
館
の
受
付
業
務
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
虹
の
会
」（19）
の
協
力
体
制
が
あ
る
。
監
視
と
受
付
業
務
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
な
学
び
と
し
て
生
涯
学
習
の
機
会
と
い
え
る
が
、
十
分
な
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
て
い
る
と
は
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い
え
な
い
。
振
り
返
れ
ば
、
実
は
芸
術
館
は
こ
れ
ま
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
会
な
ど
、
大

人
を
対
象
と
し
た
学
習
機
会
を
提
供
し
て
き
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
イ
ベ
ン
ト
単
体
で
の
報

告
に
留
ま
り
、
芸
術
館
の
教
育
活
動
全
体
像
が
可
視
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
多

様
な
学
び
の
機
会
が
あ
る
こ
と
へ
の
説
明
こ
そ
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
問
題
点
を
ふ
ま
え
て
、
今
後
芸
術
館
の
教
育
活
動
を
展
開
す
る
上
で
の
課
題

を
整
理
し
た
い
。
ま
ず
は
芸
術
館
の
教
育
活
動
を
含
む
事
業
の
整
理
で
あ
る
。
現
在
芸
術
館

に
は
芸
術
館
運
営
委
員
会
が
あ
る
。
こ
の
委
員
会
に
お
け
る
検
討
と
、
委
員
会
を
軸
と
し
た

全
学
的
な
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
事
業
計
画
に
教
育
活
動
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
き
た
芸
術
館
の
活
動
に
加
え
て
、
社
会
に
開
か
れ
た
大
学

博
物
館
の
実
践
に
は
、
学
芸
員
課
程
と
教
員
養
成
課
程
の
み
な
ら
ず
全
学
的
に
開
か
れ
た
運

用
が
期
待
さ
れ
る
。
本
筋
か
ら
話
題
が
逸
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
事
業
を
実
施

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
適
正
な
人
員
配
置
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
学
に
は
通
信
教
育
課

程
も
あ
り
、
認
可
保
育
園
こ
ど
も
芸
術
大
学
も
あ
る
。
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
が
集
う
学

び
舎
に
お
い
て
、
芸
術
館
が
生
涯
学
習
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
即
ち
、
本
学
の
理

念
の
実
現
へ
も
接
続
さ
れ
る
と
考
え
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
芸
術
館
と
い
う
大
学
博
物

館
の
特
質
は
、
生
涯
学
習
の
活
動
と
結
び
つ
き
を
強
め
る
こ
と
で
よ
り
明
瞭
と
な
る
可
能
性

が
高
い
と
い
え
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
運
営
に
つ
い
て
多
く
の
知
恵
が
必
要
で
あ
る
。
各
学
科
と
の
横
断
的
な

連
携
、
ギ
ャ
ル
リ
・
オ
ー
ブ
や
芸
術
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
（
大
学
図
書
館
）
と
い
っ
た
大
学
の
各

機
関
と
の
協
働
も
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
は
芸
術
館
を
地
域
の
学
習

の
場
と
し
て
開
く
入
り
口
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
バ
ト
ン
を
未
来
に
つ
な
ぐ
た
め

の
方
策
を
考
え
実
践
す
る
こ
と
が
次
の
目
標
で
あ
る
と
考
え
る
。 
（
田
中
）

五
、
工
芸
作
家
の
観
点
か
ら

（
一
）
観
察
と
し
て
の
造
形
活
動

筆
者
が
小
学
生
の
頃
に
受
け
た
図
画
工
作
の
授
業
で
、
魚
の
図
鑑
の
中
か
ら
一
匹
の
魚
を

選
び
、
そ
れ
を
Ａ
四
サ
イ
ズ
ぐ
ら
い
の
木
板
に
写
し
取
り
、
彫
刻
刀
で
レ
リ
ー
フ
状
に
彫
り

出
す
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
。
彫
刻
刀
を
扱
う
こ
と
や
、
板
状
の
木
か
ら
徐
々
に
魚
の
形
が

あ
ら
わ
れ
て
ゆ
く
喜
び
、
ま
た
、
ど
う
す
れ
ば
図
鑑
と
そ
っ
く
り
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
を
工
夫
し
な
が
ら
、
素
材
や
道
具
と
関
わ
る
楽
し
さ
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て

い
る
。
こ
の
時
は
、
も
の
づ
く
り
の
単
純
な
楽
し
さ
に
触
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
数
年
後

こ
の
授
業
で
起
き
た
こ
と
を
よ
り
興
味
深
く
感
じ
た
。
課
題
で
筆
者
が
彫
っ
た
魚
は
「
山
女

魚
」
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
見
た
目
や
特
徴
に
つ
い
て
何
年
経
っ
て
も
忘
れ
ず
に
覚
え
て
い

た
。こ

の
出
来
事
を
筆
者
な
り
に
分
析
し
て
み
る
と
、
工
作
す
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
山

女
魚
を
「
観
察
」
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
観
察
す
る
こ
と
で
モ
チ
ー
フ
を
理
解
し
解
釈

す
る
こ
と
で
造
形
活
動
が
成
立
し
て
い
た
の
だ
。
ま
た
そ
れ
は
、
観
察
し
て
造
形
す
る
と
い

う
一
方
通
行
で
は
な
く
、
造
形
活
動
に
よ
っ
て
観
察
も
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
実
感
し

た
出
来
事
で
あ
っ
た
。

（
二
）
子
ど
も
の
眼
差
し
と
造
形 

─ 

造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

─

造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
大
学
博
物
館
の
所
蔵
品
（
玩
具
や
土
器
）
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て

使
用
し
て
き
た
。
年
毎
に
扱
う
内
容
の
違
い
は
あ
る
が
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
の
所
蔵
品
を
「
観

察
」
す
る
と
こ
ろ
ら
か
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
最
も
驚
か

さ
れ
た
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
物
を
み
る
眼
差
し
の
真
摯
さ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
虎
の
郷

土
玩
具
を
も
と
に
粘
土
で
ト
ラ
を
作
る
と
き
は
、
い
く
つ
も
あ
る
虎
の
中
か
ら
目
当
て
も
の

を
決
め
て
い
て
、
そ
れ
と
出
来
る
だ
け
似
た
よ
う
に
作
ろ
う
と
す
る
。
技
術
的
に
難
し
く
て

も
他
の
も
の
に
変
更
な
ど
は
し
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
を
写
す
と
決
め
て
何
度
も
観
察
す
る
の

だ
。
ま
た
、
縄
文
土
器
で
は
、
縄
目
文
様
を
施
し
た
平
面
か
ら
土
器
の
形
に
切
り
出
す
と
き

に
も
、
こ
ち
ら
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
土
器
を
観
察
し
、「
こ
の
ツ
ボ
に
す
る
！
」
と
い
っ
て

真
似
し
て
切
り
出
す
。
ま
た
、
三
章
で
先
述
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
切
り
出
す
箇
所
の
模
様

に
も
個
々
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
て
、
ど
こ
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
悩
ん
で
い
そ
う

な
子
ど
も
に
こ
ち
ら
か
ら
「
こ
の
辺
、
切
っ
て
み
よ
う
か
？
」
と
促
し
て
も
、
展
示
さ
れ
て

い
る
土
器
を
指
差
し
て
「
こ
こ
の
部
分
探
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
は
違
う
。」
と
言
わ
れ
る
一

幕
も
あ
っ
た
（
図
16
）。
こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
た
だ
な
ん
と
な
く
作
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
き
ち
ん
と
気
に
入
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
観
察
し
た
上
で
自
ら
の
解

釈
に
そ
っ
て
、
彼
ら
な
り
の
形
状
や
行
為
に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
が
、
造
形
活
動
に
お
い
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
は
上
記
の
よ

う
な
こ
だ
わ
り
の
も
と
で
作
り
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
そ
っ
く
り
に
模

倣
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
が
見
て
い
て
見
本
が
ど
れ
か
わ
か
ら
な

い
も
の
も
見
ら
れ
、
大
人
の
眼
差
し
で
は
、
そ
の
物
の
ど
こ
を
見
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な

い
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
は
目
の
前
の
も
の
を
観
察
し
て
、
そ
れ
ら
の
何
か
を
写
し
と
ろ
う
と
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し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
様
子
は
、
ま
る
で
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
郷
土
玩
具
や
縄
文
土
器
な
ど
を
身
体
的

に
観
察
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
上
手
下
手
の
尺
度
で
は
な
い
遊
戯
的
な
行
為
へ
と
展
開
さ

れ
て
い
た
。

（
三
）
工
芸
（
美
術
）
作
家
の
関
わ
り 

─ 

報
告
展
の
あ
り
方 

─

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
を
開
催
す
る
う
え
で
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
の
充
実
と
と
も
に

筆
者
が
重
要
に
感
じ
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
工
芸
あ
る
い
は
美
術
作
家
（
以
下:

作
家
）

が
関
わ
る
有
意
性
を
ど
こ
に
見
出
し
得
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
っ
た
。

本
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
報
告
展
と
い
う
形
式
で
の
成
果
物
の
発
表
が
あ

る
。
筆
者
は
こ
の
報
告
展
の
あ
り
方
が
、
上
記
の
問
い
か
け
へ
の
解
を
語
る
う
え
で
と
て
も

重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
今
回
の
よ
う
に
博
物
館
の
所
蔵
品

を
モ
チ
ー
フ
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
観
察
か
ら
始
ま
っ

て
鑑
賞
で
終
わ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
作
家
の
制
作
活
動
に
と
て
も
近
い
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。

筆
者
も
含
め
多
く
の
作
家
は
、
作
品
を
生
み
出
す
背
景
に
多
く
の
観
察
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
物
を
よ
く
見
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
素
材
に
触
れ
る
手
遊
び
の
よ
う
な
も
の
や
、

分
析
や
疑
問
を
発
見
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
美
術
活
動
の
土
台
を
な
し
て
い
る
も
の
の
よ
う

に
思
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
観
察
か
ら
始
ま
り
鑑
賞
で
終
わ
る
と
い
う
サ
マ
ー
ス
ク
ー

ル
の
一
連
の
流
れ
は
、
報
告
展
の
あ
り
方
を
作
家
が
工
夫
し
て
演
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
作
家
が
関
わ
る
意
義
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

例
え
ば
、
二
〇
一
九
年
度
に
開
催
し
た
『
造
形
遺
跡 

─ 

縄
目
文
様
で
土
器
ド
キ
！ 

─
』
で

は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
土
器
型
を
「
発
掘
」
す
る
た
め
に
切
り
抜
か
れ
た
三
メ
ー
ト
ル
四

方
の
縄
目
模
様
の
施
さ
れ
た
用
紙
を
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
の
上
に
敷
き
、
会
場
の
床
に
展
示
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
発
掘
現
場
に
見
立
て
る
よ
う
な
展
示
構
成
を
し
た
（
図
17
）。

完
成
し
た
成
果
物
を
た
だ
並
べ
て
展
示
す
る
だ
け
の
場
で
は
な
く
、
観
察
し
た
物
の
背
景

に
あ
る
出
来
事
や
、
自
分
た
ち
が
行
っ
た
造
形
活
動
の
意
味
、
あ
る
い
は
作
家
が
な
ぜ
そ
れ

を
意
図
し
た
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
展
示
を
作
家
が
行
い
、
そ
の
構
成
物
と
し
て

成
果
物
が
並
ぶ
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
作
っ
た
も
の
は
よ
り
深
い
鑑
賞
の
対
象
に
な
り
得

る
。
つ
ま
り
、
作
家
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
連
動
し
た
表
現
方
法
と
し
て
報
告
展
を
組
み
立

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
そ
れ
自
体
や
成
果
物
が
工
作
に
留
ま
ら
な
い
も
の

と
し
て
提
案
で
き
得
る
の
だ
。
そ
こ
に
作
家
が
介
入
す
る
こ
と
の
有
意
性
と
本
サ
マ
ー
ス
ク
ー

ル
の
独
自
性
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
に
対
し
て
、
回

を
重
ね
て
複
数
の
作
家
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
構
想
に
取
り
組
む
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し

て
生
ま
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
多
様
性
に
も
、
所
蔵
品
の
も
つ
創
造
的
豊
か
さ
が
あ
ら
わ

れ
る
だ
ろ
う
。 

（
染
谷
）

六
、
結
び

以
上
、
本
実
践
の
経
緯
を
報
告
し
た
う
え
で
、
美
術
科
教
育
の
観
点
か
ら
、
博
物
館
の
教

育
・
普
及
活
動
の
観
点
か
ら
、
工
芸
作
家
の
観
点
か
ら
、
実
践
の
成
果
と
問
題
点
を
検
討
し

た
。成

果
と
し
て
は
、
児
童
館
と
の
連
携
に
よ
り
、
学
校
教
育
と
の
連
携
に
も
応
用
し
得
る
場

を
提
供
で
き
た
こ
と
、
芸
術
館
を
地
域
へ
（
同
時
に
学
内
に
も
）
開
か
れ
た
存
在
に
す
る
入
り
口

の
役
割
を
果
た
す
可
能
性
を
示
し
得
た
こ
と
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
報
告
展
を
連
動
し
て
同

じ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
も
と
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
的
に
も
表
現
的
に
も
広
が
り
を
持

つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
、
こ
の
実
践
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
本
学
の
教
育
活
動
お
よ
び
地
域
の
学
び

の
場
へ
展
開
し
て
い
く
か
と
い
う
、
具
体
的
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
が
今
後
の
も
っ
と
も

大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
に
も
、
こ
れ
か
ら
の
実
践
に
は
評
価
・
検
証
の
作
業
を
確
立
す
る
こ
と
が
大
切

で
、
参
加
し
た
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
交
え
た
報
告
・
検
証
会
や
、
参
加
児
童
の
保
護
者
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
（20）
を
行
い
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
実
施
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
須
と

な
る
。
こ
う
し
た
基
礎
資
料
を
も
と
に
し
て
、
学
内
の
他
学
科
、
各
機
関
と
の
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
芸
術
館
全
体
の
活
動
と
有
機
的
に
連
動
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

註（1） 

京
都
造
形
芸
術
大
学
は
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
よ
り
京
都
芸
術
大
学
と
改
称
し
た
が
、

本
稿
で
は
報
告
す
る
実
践
時
（
二
〇
一
七

−

二
〇
一
九
年
）
の
名
称
を
用
い
る
。

（2） 

豊
原
国
周 
一
八
三
五

−

一
九
〇
〇
年
。
三
代
目
歌
川
豊
国
に
入
門
し
、
明
治
期
に
役

者
絵
で
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
。
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（3） 

江
上
波
夫 

一
九
〇
六

−

二
〇
〇
二
年
。
考
古
学
者
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
日
本
オ

リ
エ
ン
ト
学
会
会
長
、
日
本
モ
ン
ゴ
ル
親
善
協
会
会
長
、
な
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
博
学
識

委
員
長
等
を
歴
任
。

（4） 

本
学
芸
術
教
育
資
格
支
援
セ
ン
タ
ー
教
職
課
程
で
は
、
主
に
中
学
校
・
高
等
学
校
美
術

科
教
員
免
許
状
取
得
の
課
程
を
、
さ
ら
に
美
術
工
芸
学
科
総
合
造
形
コ
ー
ス
・
染
織
テ

キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー
ス
の
履
修
生
を
対
象
に
高
等
学
校
工
芸
科
を
、
歴
史
遺
産
学
科
履
修

生
を
対
象
に
中
学
校
社
会
科
・
高
等
学
校
地
理
歴
史
科
の
教
員
免
許
状
取
得
の
課
程
を

有
し
て
い
る
。

（5） 

文
部
科
学
省 
平
成
二
十
九
年
四
月
告
示
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領　

図
画
工
作
編
」。

（6） 

文
部
科
学
省
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

図
画
工
作
編
』、
平
成
二
十
九
年
七
月
。

（7） 

文
部
省 

昭
和
五
十
二
年
七
月
告
示
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領　

図
画
工
作
編
」。

（8） 

永
守
基
樹
「
二
一
世
紀
に
お
け
る
［
造
形
遊
び
］
の
可
能
性 

─ 

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
デ
ィ

ズ
ム
を
超
え
て 

─
」、『
美
術
科
教
育
学
会
第
五
回
西
地
区
会
発
表
概
要
集
』、
二
〇
〇

三
年
、
六
十
九

−

七
十
六
頁
。
他
に
、
以
下
を
参
照
。
永
守
基
樹
「［
造
形
遊
び
］
─ 

美

術
と
教
育
の
出
会
い
が
孕
む
も
の
」、『
美
育
文
化
』
四
十
七
号
、
美
育
文
化
協
会
、
一

九
九
七
年
七
月
、
二
十

−

二
五
頁
。

（9） 

佐
藤
学
の
提
唱
す
る
「
学
び
の
共
同
体
」
に
お
け
る
「
学
び
の
三
位
一
体
論
」。
佐
藤
学

『
学
校
の
挑
戦
学
び
の
共
同
体
を
創
る
』、
小
学
館
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
に
あ
る
。

（10） 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
」
に
つ
い
て
「
子
ど
も
た
ち
の
［
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
］
を
実
現
す
る
た

め
に
共
有
す
べ
き
授
業
改
善
の
視
点
」
と
明
確
に
そ
の
位
置
付
け
を
示
し
、
平
成
二
十

九
年
の
新
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
重
要
な
柱
と
な
っ
た
。

（11） 

ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
『
遊
び
と
人
間
』、
多
田
道
太
郎
・
塚
崎
幹
夫
訳
、
講
談
社
学
術
文

庫
、
一
九
九
〇
年
、
四
十
四
頁
。
カ
イ
ヨ
ワ
は
同
書
の
中
で
、「
遊
び
」
に
つ
い
て
「
競

争
・
偶
然
・
模
擬
・
眩
暈
」
の
四
つ
の
項
目
に
分
類
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

（12） 

安
高
啓
明
『
歴
史
の
中
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

― 

驚
異
の
部
屋
か
ら
大
学
博
物
館
ま
で
』、
昭

和
堂
、
一
九
六
頁
。

（13） 

安
高
啓
明
「
困
窮
す
る
学
芸
員
」『
博
物
館
が
壊
さ
れ
る
！ 

― 

博
物
館
再
生
へ
の
道 

―
』、

雄
山
閣
、
二
〇
一
九
年
、
八
五
頁
。

（14） 

今
村
信
隆
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」『
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』、
京
都
造
形
芸
術
大
学
芸

術
館
、
二
〇
一
八
年
、
三
頁
。

（15） 

青
木
豊
「
学
芸
員
養
成
制
度
の
不
備
」
前
掲
『
博
物
館
が
壊
さ
れ
る
！ 

― 

博
物
館
再
生

へ
の
道 

―
』、
雄
山
閣
、
二
〇
一
九
年
、
五
十
九
頁
。

（16） 

文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
学
社
融
合
」

 
https://w

w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/hakusho/htm
l/hpad199601/

hpad199601_2_046.htm
l

（17） 

伊
藤
寿
郎
が
著
書
『
市
民
の
中
の
博
物
館
』
の
中
で
、
保
存
を
軸
と
す
る
「
第
一
世
代
」

公
開
・
展
示
を
軸
と
す
る
「
第
二
世
代
」
体
験
・
参
加
を
軸
と
す
る
「
第
三
世
代
」
と

い
う
博
物
館
の
世
代
論
を
展
開
し
た
。

（18） 

『
芸
術
館　

特
別
展
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
、
図
録
』
京
都
造
形
芸
術
大
学
、
二
〇
一
八
年
、

五
十
二

−

五
十
九
頁
。

（19） 

京
都
市
内
博
物
館
施
設
連
絡
協
議
会
（
以
下
「
京
博
連
」）
お
よ
び
京
都
市
教
育
委
員
会
主

催
の
「
京
都
市
博
物
館
ふ
れ
あ
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
」
を
受
講
・
修
了
し
た
人

達
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
う
に
あ
た
っ
て
，
施
設
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
個
人
の
間
で
窓

口
に
な
る
団
体
。

 
http://w

w
w
.kyohakuren.jp/nijinokai/

（20） 

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
過
去
三
回
の
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
に
関
す
る
保
護
者
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
も
計
画
し
、
児
童
館
へ
の
依
頼
も
行
っ
て
い
た
が
、
現
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
に
関
わ
る
小
学
校
の
休
校
措
置
で
、
回
収
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
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Geijutsukan Summer School for Elementary School Students  
Report Events 2017–2019 

— Practices that Connect the University Museum with “Artistic Play Activities” of  
Elementary School Students

TAKAGI Akira TANAKA Rieko SOMEYA Satoshi

The Kyoto University of the Arts Gijutsukan is a university 
museum that is owned, operated, and managed by the universi-
ty. The main exhibition items are the collection of Jomon pot-
tery, clay figures such as the Fushimi dolls, folk toys such as pa-
per tigers, actor prints by the Meiji era Ukiyo-e artist 
Kunichika Toyohara, and Silk Road cultural items gathered by 
the archaeologist Namio Egami. They are exhibited inside and 
outside the university at collection exhibitions, usually held 
three times a year and at special events, in collaboration with 
modern artists and other collections. 

The Arts Education Qualification Support Center, which 
operates and manages the museum, provides a museum curator 
course and teacher training course (in secondary education), 
and both these courses study art education from the perspec-
tives of social and formal education. 

However, the activities of the art museum until now have 
tended toward involvement in the museum curator course, and 
many activities for museum practice are comprised of school-
based educational development. As for the teacher training 
course, it was thought that the roles and developments of the 
museum needed to be expanded for the study of formal educa-
tion. In view of this situation, a plan was devised for the sum-
mer school for elementary school-student.

The elementary school-student summer school began in FY 
2017, and it has been held every summer for three years. The 
content comprises a modeling workshop with participation 
from the elementary school students and a report event in 

which the results are presented. The special features include 
connections between the models made by the children and the 
museum’s own collection, which are brought back to the uni-
versity students in the form of the report event. 

This paper reviews the practices over the three-year period 
that have produced the following points of significance:

1.  Cooperation between the university museum and the 
teacher training course

2.  Cooperation between the region and the university muse-
um

3.  Opportunities for children to meet artists
Furthermore, the challenges for the future are organized as 

follows:
1.  Practice evaluation and inspection systems
2.  Cooperation with the lessons in the teacher training course
3.  Establishment and continuation of cooperation with the 

region 
4.  Policies for proactive participation by artists
With regard to the above, a study is conducted by Akira 

Takagi based on an arts education perspective of “a location for 
encountering modeling play and sensory education,” a study is 
conducted by Rieko Tanaka from a social education perspective 
of “a location for university museum education and popular ac-
tivities,” and a study is conducted by Satoshi Someya from an 
artist’s perspective of “a location for craft artists and elementary 
school student workshops.”
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