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自
治
体
に
お
け
る
芸
術
文
化
政
策
を
め
ぐ
る
理
論
と
課
題

―
わ
が
国
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
芸
術
文
化
政
策
理
論
紹
介
の
課
題
―

酒

井

智

美

は
じ
め
に

⽛
劇
場
・
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
⽜（
以
下
、⽛
劇
場
法
⽜
と
い
う
。）
の
成
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
治
体
に
そ
の
理
念
等

が
普
及
定
着
し
て
き
て
い
な
い

（
1
）。

前
稿
で
は
、
な
ぜ
⽛
劇
場
法
⽜
の
地
方
自
治
体
へ
の
影
響
が
限
定
的
か
に
つ
い
て
、
三
つ
の
仮
説
を
提

示
し
た

（
2
）。

本
稿
で
は
、そ
れ
ら
の
仮
説
の
検
証
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
、そ
の
原
因
を
理
論
面
か
ら
考
察
す
る
。⽛
劇
場
法
⽜

に
限
ら
ず
、
わ
が
国
の
芸
術
文
化
政
策
、
と
り
わ
け
舞
台
芸
術
政
策
論
の
多
く
は
、
芸
術
の
コ
ス
ト
論
を
前
提
に
し
て
、
舞
台
芸
術
に
は

政
府
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
コ
ス
ト
論
の
源
流
と
さ
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
展
開
さ

れ
た
議
論
で
あ
る
。
そ
の
受
容
の
仕
方
が
正
し
い
の
か
、
ま
た
、
外
来
の
理
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
わ
が
国
へ
の
適
用
に
限
界
は
な
い
の
か
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に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
る

（
3
）。

芸
術
文
化
は
そ
れ
自
体
で
は
自
ら
の
コ
ス
ト
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
劇
場
・
音
楽
堂
等
を
活
用
す
る
芸
術
文
化
振
興
に
は
何
ら

か
の
外
部
資
金
の
援
助
が
な
け
れ
ば
難
し
い
こ
と
を
論
じ
た
古
典
的
著
作
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｊ
・
ボ
ウ
モ
ル
（
W
illiam
J.Baum
ol）
と

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｇ
・
ボ
ウ
エ
ン
（
W
illiam
G.Bow
en）
の
⽝
Perform
ingA
rts─
T
heE
conom
icD
ilem
m
a:A
StudyofProblem
s

com
m
on
toT
heater,O
pera,M
usicand
D
ance⽞（
池
上
惇
・
渡
辺
守
章
監
訳
⽝
舞
台
芸
術

芸
術
と
経
済
の
ジ
レ
ン
マ
⽞）
が
あ
る

（
4
）。

こ
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
は
、
初
版
が
一
九
六
六
年
発
行
と
年
代
的
に
は
古
い
著
作
と
言
え
る
が
、
わ
が
国
の
文
化
行
政
、
文

化
経
済
学
の
研
究
者
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
、
自
治
体
芸
術
文
化
政
策
を
推
進
す
る
根
拠
と
し
て
、
今
日
で
も
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
わ
が
国
の
自
治
体
文
化
政
策
論
や
文
化
経
済
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

紹
介
さ
れ
て
き
た
か
を
振
り
か
え
っ
て
み
た
い
。
そ
の
上
で
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
議
論
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
す
で
に
邦
訳
も

あ
り
、
わ
が
国
の
多
く
の
論
者
が
引
用
し
て
い
る
も
の
を
原
著
に
戻
っ
て
検
討
す
る
の
は
、
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
引
用
者

の
幾
人
か
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
議
論
を
誇
張
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ボ
ウ
モ

ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
、
ア
メ
リ
カ
議
会
を
動
か
し
て
全
米
芸
術
基
金
（
N
ationalEndow
m
entfortheA
rts:N
EA
）
の
設
立
を
促

し
た
と
す
る
論
者
も
い
る
が

（
5
）、

Ｎ
Ｅ
Ａ
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
に
先
立
つ
一
九
六
五
年
に
設
立
さ
れ
て
い
た

（
6
）。

ま
た
、
ボ
ウ

モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
各
州
で
す
で
に
設
立
さ
れ
て
い
た
芸
術
評
議
会
（
A
rtsCouncil）
や
、
芸
術
へ
の
資
金
援
助

が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
が
設
立
さ
れ
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
も
芸
術
へ
の
資
金
援
助
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る

（
7
）。

筆
者
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
、
わ
が
国
の
自
治
体
文
化
政
策
論
や
文
化
経
済
学
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
誤
解
に
基
づ
い
た
議
論
は
、
で
き
る
だ
け
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
。
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ま
た
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
示
さ
れ
た
考
え
方
に
対
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
タ
イ
ラ
ー
・
コ
ー
エ
ン
（
T
ylerCow
en）
の
議
論
の
中
の
芸
術
に
関
す
る
も
の
と
、
一
般
に
ボ

ウ
モ
ル
ら
の
主
張
で
あ
る
⽛
コ
ス
ト
病
⽜（
cost-disease）
論
へ
の
反
論
と
を
取
り
上
げ
た
い
。
わ
が
国
の
自
治
体
文
化
政
策
論
の
分
野

で
、
コ
ー
エ
ン
の
議
論
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
文
献
は
、
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
コ
ー
エ
ン
の
議
論
を
正
し
い
も

の
と
し
て
扱
い
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
難
点
を
あ
げ
つ
ら
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
コ
ー
エ
ン
の
議
論
は
、
ボ
ウ
モ
ル

と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

一

わ
が
国
に
お
け
る
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
紹
介

本
節
で
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
わ
が
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
か
を
、
自
治
体
文
化
政
策
論
や
文
化

経
済
学
の
代
表
的
論
者
五
名
を
取
り
上
げ
、
検
討
す
る
。

（
一
）
後
藤
和
子

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
一
七
章
の
翻
訳
も
行
っ
た
後
藤
和
子
で
あ
る
。
ま
ず
、
多
く
の
彼
女
の

著
作
の
中
で
も
代
表
的
と
思
わ
れ
る
⽝
芸
術
文
化
の
公
共
政
策
⽞
で
は

（
8
）、

ケ
イ
ン
ズ
や
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
文
化
経
済
学
の
研
究
が

端
緒
と
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
、
芸
術
文
化
へ
の
公
的
支
援
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
と
し
、
ボ
ウ
モ

ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
特
徴
を
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
て
述
べ
て
い
る

（
9
）。

（
1
）
実
演
芸
術
の
分
野
に
お
け
る
所
得
不
足
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
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（
2
）
芸
術
文
化
へ
の
公
的
支
援
の
根
拠
と
し
て
、
正
の
外
部
性
を
指
摘
し
た
こ
と

（
3
）
舞
台
芸
術
の
観
客
が
高
所
得
・
高
学
歴
・
専
門
職
の
属
性
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と

そ
の
上
で
、
芸
術
・
文
化
が
、
私
的
財
的
側
面
と
公
共
財
的
側
面
の
両
方
を
合
わ
せ
持
つ
混
合
財
で
あ
る
と
し
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ

ン
が
混
合
財
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
四
点
を
紹
介
し
て
い
る

（
10
）。

（
1
）
舞
台
芸
術
が
国
家
に
付
与
す
る
威
信

（
2
）
文
化
活
動
の
広
が
り
が
周
辺
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
与
え
る
メ
リ
ッ
ト

（
3
）
将
来
の
世
代
の
た
め
に
（
芸
術
水
準
の
向
上
、
観
客
の
理
解
力
の
発
達
）

（
4
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
た
ら
さ
れ
る
教
育
的
貢
献
（
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
訓
練
の
場
と
し
て
も
）

そ
し
て
、⽛
ボ
ウ
モ
ル
・
ボ
ウ
エ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
Ｎ
Ｅ
Ａ
（
全
米
芸
術
基
金
）
の
創
設

に
寄
与
し
、
そ
の
後
の
議
論
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
⽜
と
し
て
い
る

（
11
）。

ま
た
、
彼
女
が
編
纂
し
た
⽝
文
化
政
策
学
：
法
・
経
済
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
⽞
で
は

（
12
）、

そ
の
第
二
章
⽛
文
化
政
策
の
理
論
的
基
礎
⽜
で
、

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
13
）。

そ
こ
で
は
、
芸
術
家
あ
る
い
は
芸
術
団
体
へ
の
公
的
支
援
に
関
す
る
経
済
学
研
究

の
理
論
的
枠
組
み
を
最
初
に
提
示
し
た
の
が
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
だ
と
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
14
）。

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書

は
、⽛
舞
台
芸
術
の
産
業
と
し
て
の
特
性
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
芸
術
・
文
化
へ
の
公
的
支
援
の
理
論
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
⽜

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
舞
台
芸
術
団
体
の
赤
字
の
必
然
性
、
芸
術
・
文
化
の
正
の
外
部
性
（
社
会
的
便
益
の
指
摘
）
が
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
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ウ
エ
ン
の
著
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
の
説
明
に
加
え
て
、⽛
ボ
ウ
モ
ル
の
コ
ス
ト
病
⽜
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

（
15
）。

（
二
）
中
川
幾
郎

次
に
、
文
化
行
政
学
あ
る
い
は
自
治
体
文
化
政
策
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
、
中
川
幾
郎
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
紹
介
を
み

て
み
よ
う
。
そ
の
著
⽝
分
権
時
代
の
自
治
体
文
化
政
策

ハ
コ
モ
ノ
づ
く
り
か
ら
総
合
政
策
評
価
に
向
け
て
⽞
に
お
い
て
、
中
川
は
、
次

の
よ
う
に
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
を
紹
介
し
て
い
る

（
16
）。

ま
ず
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
芸
術
文
化
に
関
す
る
政
府
（
国
・
地
方
自
治

体
）
の
公
的
支
援
（
助
成
・
補
助
・
保
護
）
の
あ
り
方
が
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
紹
介
に
よ
り
、
議
論
が
深
ま
っ
て
き
た
と

述
べ
る

（
17
）。

そ
し
て
、
第
一
六
章
⽛
公
的
支
援
の
理
論
的
根
拠
⽜
の
第
一
段
落
の
記
載
を
引
用
し
、⽛
芸
術
文
化
支
援
も
し
く
は
公
的
責
務
と

し
て
の
芸
術
文
化
振
興
に
関
す
る
論
拠
と
し
て
は
、
こ
の
記
述
が
最
も
有
名
で
有
力
な
も
の
だ
ろ
う
⽜
と
し
て
い
る

（
18
）。

一
方
で
、
芸
術
家

や
芸
術
団
体
が
、
芸
術
に
対
す
る
公
的
支
援
や
公
的
文
化
振
興
の
必
要
性
を
説
く
場
合
に
、⽛
こ
の
論
拠
だ
け
を
金
科
玉
条
と
し
た
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
の
合
唱
に
終
始
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
⽜
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る

（
19
）。

と
は
い
え
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
、
公
的
支
援
を
弁
護
す
る
論
拠
と
し
て
、⽛
芸
術
活
動
の
本
来
の
価
値
⽜
を
あ
げ
、
ま
た

公
的
支
援
に
反
対
す
る
古
典
的
な
議
論
で
あ
る
⽛
芸
術
へ
の
支
出
よ
り
も
貧
困
対
策
や
福
祉
へ
の
支
出
が
優
先
す
る
⽜
と
い
っ
た
、
わ
が

国
で
も
阪
神
淡
路
大
震
災
当
時
に
横
行
し
た
（
ま
た
不
況
の
際
に
も
横
行
し
が
ち
な
）
議
論
や
、
政
府
支
援
が
も
っ
ぱ
ら
民
間
資
金
を
排

除
す
る
と
い
っ
た
議
論
を
排
斥
し
て
い
る
と
す
る

（
20
）。

続
い
て
、
芸
術
活
動
の
よ
う
な
非
営
利
活
動
に
対
す
る
政
府
補
助
金
を
合
理
的
に
弁
護
で
き
る
理
由
を
ボ
ウ
モ
ル
ら
は
三
つ
あ
げ
て
い

る
と
し
、⽛
機
会
の
不
平
等
の
是
正
⽜⽛
未
成
年
者
の
教
育
⽜⽛
公
共
財
あ
る
い
は
準
公
共
財
と
し
て
の
性
格
⽜
を
紹
介
し
て
い
る

（
21
）。

そ
の
上

で
、
舞
台
芸
術
が
、⽛
混
合
サ
ー
ビ
ス
(財
)⽜
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
公
的
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
配
慮
す
べ
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き
も
の
だ
、
と
ボ
ウ
モ
ル
ら
が
結
論
づ
け
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
藤
和
子
と
同
様
に
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
挙

げ
ら
れ
て
い
る
、
四
つ
の
芸
術
に
由
来
す
る
⽛
一
般
的
便
益
⽜
を
紹
介
し
て
い
る
。

中
川
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
に
対
す
る
評
価
を
見
極
め
る
の
は
、
難
し
い
。
ボ
ウ
モ
ル
ら
の
論
旨
の
一
般
的
妥
当
性
は
承
認

で
き
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
理
論
的
な
⽛
便
益
⽜
と
し
て
抽
出
化
さ
れ
た
価
値
テ
ー
ゼ
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、⽛
こ
の
価

値
を
認
識
判
別
し
、
具
体
的
に
シ
ス
テ
ム
の
中
に
位
置
づ
け
る
主
体
が
必
要
と
な
る
⽜
と
述
べ
る

（
22
）。

つ
ま
り
⽛
こ
の
簡
素
な
論
理
の
ま
ま

で
は
、
文
化
行
政
や
公
共
文
化
事
業
の
現
場
で
は
、
担
当
者
の
哲
学
と
資
質
を
問
う
だ
け
の
こ
と
に
な
る
⽜
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ

が
国
の
よ
う
な
場
合
は
、
住
民
や
芸
術
家
と
直
接
対
面
す
る
自
治
体
文
化
行
政
の
現
場
で
は
⽛
冗
談
で
は
な
く
実
に
深
刻
な
問
題
と
な
る
⽜

と
し
て
、⽛
い
ず
れ
に
せ
よ
、
や
は
り
不
十
分
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
使
え
な
い
の
で
あ
る
⽜
と
結
論
づ
け
て
い
る

（
23
）。

芸
術
と
市
民
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
邦
訳
四
九
九
頁
（
原
著
三
八
五
頁
）
の
記
載
を
、
芸
術
は
⽛
よ
り

立
派
な
市
民
⽜⽛
よ
り
豊
か
な
共
同
体
⽜
を
つ
く
り
だ
し
、⽛
共
同
体
全
体
に
普
遍
的
な
便
益
⽜
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
要
約
し
、
し
た
が
っ

て
芸
術
は
公
共
財
で
あ
り
、
政
府
の
支
出
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
簡
潔
な
論
理
は
、
わ
が
国
で
は
壁

に
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
し
て
い
る

（
24
）。

（
三
）
根
木
昭

次
に
、
文
化
政
策
学
の
泰
斗
で
文
化
に
関
係
す
る
各
種
法
律
に
も
造
詣
の
深
い
根
木
昭
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
紹
介
を
み

て
み
よ
う
。
そ
の
著
⽝
日
本
の
文
化
政
策
―
⽛
文
化
政
策
学
⽜
の
構
築
に
向
け
て
―
⽞
に
お
い
て

（
25
）、

根
木
は
、
九
〇
年
前
後
か
ら
経
済

学
の
分
野
で
芸
術
文
化
支
援
の
あ
り
方
を
中
心
と
し
た
文
化
に
関
す
る
研
究
が
活
発
化
し
始
め
た
と
し
、
そ
れ
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ

ン
の
著
書
を
契
機
に
、
米
欧
で
成
立
し
て
い
た
文
化
経
済
学
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
を
紹
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介
し
て
い
る

（
26
）。

そ
し
て
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
は
、
舞
台
芸
術
団
体
の
財
政
分
析
に
よ
っ
て
、
舞
台
芸
術
が
経
済
的
に
自
立
不

可
能
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、
芸
術
文
化
活
動
へ
の
公
的
支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
根
拠
を
示
し
た
も
の
だ
と
も
し
て
い
る

（
27
）。

ま
た
、
こ
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
は
、
新
た
に
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
必
要
性
を
提
起
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る

（
28
）。

こ

の
ボ
ウ
エ
ン
ら
の
著
書
以
前
は
、
多
く
の
芸
術
文
化
団
体
は
、⽛
経
営
⽜
と
い
う
こ
と
に
し
て
は
ほ
と
ん
ど
無
頓
着
で
あ
っ
た
と
し
、
ボ
ウ

モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
を
高
く
評
価
し
て
い
る

（
29
）。

芸
術
文
化
支
援
に
つ
い
て
も
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
問
題
提
起
に
よ
り
、
公
的

資
金
投
入
の
ほ
か
、
民
間
サ
イ
ド
で
も
そ
の
機
運
が
た
か
ま
っ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る

（
30
）。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
官
民
両
サ
イ
ド
か
ら
支
援
を

得
る
た
め
に
、
そ
の
収
支
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
支
援
者
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
芸
術
文
化
団
体
の
運
営

に
と
っ
て
資
金
調
達
（
fund
raising）
の
機
能
が
必
須
と
な
っ
て
く
る
、
と
し
て
い
る

（
31
）。

ま
た
、⽝
文
化
政
策
学
入
門
⽞
で
は

（
32
）、

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
は
、
舞
台
芸
術
団
体
の
財
政
分
析
に
よ
っ
て
、
舞
台
芸
術
が
経
済

的
に
自
立
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
舞
台
芸
術
の
公
共
性
を
踏
ま
え
て
、
芸
術
文
化
活
動
に
対
し
公
的
支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
根

拠
を
示
し
た
と
述
べ
る

（
33
）。

そ
れ
以
来
、
ア
メ
リ
カ
で
文
化
と
経
済
に
関
わ
る
研
究
が
盛
ん
と
な
り
⽛
文
化
経
済
学
⽜
の
領
域
が
提
唱
さ
れ

る
に
至
っ
た
と
し
て
い
る

（
34
）。

（
四
）
片
山
泰
輔

続
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
芸
術
文
化
政
策
を
長
年
に
わ
た
り
研
究
し
て
い
る
片
山
泰
輔
の
紹
介
を
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
の
著
⽝
ア
メ
リ
カ

の
芸
術
文
化
政
策
⽞
に
お
い
て

（
35
）、

片
山
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
を
、
焦
点
を
舞
台
芸
術
に
絞
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
文
化

経
済
学
の
古
典
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る

（
36
）。

ボ
ウ
モ
ル
ら
は
詳
細
な
調
査
を
行
い
、
一
九
六
〇
年
代
が
カ
ル

チ
ャ
ー
ブ
ー
ム
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
対
し
て
、
そ
れ
が
誇
張
で
あ
る
こ
と
、
芸
術
は
そ
れ
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
普
及
し
て
い
る
わ

北研 51 (4・175) 595

自治体における芸術文化政策をめぐる理論と課題



け
で
は
な
い
こ
と
、
舞
台
芸
術
団
体
は
深
刻
な
経
営
危
機
に
立
た
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
し
て
い
る

（
37
）。

片
山

は
、
そ
の
著
書
の
第
三
章
前
半
数
頁
に
渡
り
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
拡
大
す
る
イ
ン
カ
ム
・
ギ
ャ
ッ
プ
（
邦

訳
書
で
は
⽛
所
得
不
足
⽜
と
訳
さ
れ
て
い
る
）
を
何
ら
か
の
形
で
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
舞
台
芸
術
団
体
の
活
動
の
継
続
は
困

難
に
な
る
と
い
う
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
た
と
す
る

（
38
）。

片
山
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
は
、⽛
直
接
的
に
は
政
府
の
支
援
を
開
始
す
べ

き
だ
と
い
っ
た
政
策
的
な
主
張
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
⽜
が
、
民
間
あ
る
い
は
政
府
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金

額
が
ど
の
程
度
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
ペ
ー
ス
で
拡
大
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
示
し
た
こ
と
は
、
政
策
形
成
に
お
い
て
大
き
な
意
義

を
持
っ
て
い
た
と
総
括
し
て
い
る

（
39
）。

（
五
）
伊
藤
裕
夫

ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
主
導
す
る
伊
藤
裕
夫
は
、⽝
ア
ー
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
概
論

三
訂
版
⽞
の
⽛
序
章

ア
ー
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
学
ぶ
こ
と
と
は
⽜
に
お
い
て

（
40
）、

次
の
よ
う
に
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
を
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
の
ア
ー

ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
教
育
の
始
ま
り
は
、
六
〇
年
代
半
ば
の
全
米
芸
術
基
金
（
Ｎ
Ｅ
Ａ
）
の
創
設
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
は
、

公
的
な
芸
術
支
援
制
度
は
な
く
、
公
的
な
支
援
が
な
い
な
ら
ば
近
い
将
来
芸
術
は
滅
ぶ
で
あ
ろ
う
と
い
う
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書

が
発
表
さ
れ
、
世
論
も
高
ま
る
中
で
、
公
的
な
芸
術
基
金
が
制
度
化
さ
れ
る
に
至
る
、
と
述
べ
る

（
41
）。

そ
し
て
そ
れ
に
伴
い
、
支
援
を
受
け

た
民
間
芸
術
機
関
の
社
会
的
責
任
（
説
明
責
任
＝
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
と
し
て
ア
ー
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
必
要
性
が
い
わ
れ
始
め

た
と
し
て
い
る

（
42
）。
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（
六
）
小
括

以
上
、
五
名
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
紹
介
に
は
、
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
の
違
い
か

ら
く
る
と
思
わ
れ
る
強
調
点
の
違
い
も
見
ら
れ
る
。

共
通
点
の
第
一
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
芸
術
文
化
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
す
る
点
で
あ
る
。

第
二
は
、
舞
台
芸
術
団
体
は
、⽛
所
得
不
足
⽜（
あ
る
い
は
、
イ
ン
カ
ム
・
ギ
ャ
ッ
プ
）
に
陥
る
こ
と
を
膨
大
な
資
料
を
駆
使
し
て
明
ら
か

に
し
た
と
す
る
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
紹
介
の
仕
方
に
は
、
微
妙
な
違
い
も
見
ら
れ
る
。
大
き
な
違
い
は
、
舞
台
芸
術
は
、
公
的
支
援
が
な
け

れ
ば
成
り
立
た
な
い
か
ど
う
か
に
関
し
て
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
片
山
を
除
く
論
者
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン

の
著
書
は
、
舞
台
芸
術
に
は
公
的
支
援
が
必
要
だ
と
説
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
片
山
は
、
右
記
の
よ
う
に
⽛
直
接
的
に

は
政
府
の
支
援
を
開
始
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
政
策
的
な
主
張
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
⽜
と
紹
介
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
に
立
ち
戻
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
ど
の
よ
う
に
論
じ

て
い
る
の
か
を
、
特
に
公
的
支
援
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

二

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
政
府
支
援
に
関
す
る
研
究

（
一
）
政
府
支
援
に
賛
成
す
る
議
論
と
反
対
す
る
議
論

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、
政
府
支
援
に
関
し
て
⽛
公
的
支
援
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
⽜
と
い
う
一
章
を
当
て
て
論
じ
て
い
る

（
43
）。
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ま
ず
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
⽛
舞
台
芸
術
が
ア
メ
リ
カ
の
文
化
に
貢
献
し
、
そ
れ
自
体
が
価
値
あ
る
目
的
だ
と
い
う
確
信
が
あ
れ

ば
、
政
府
に
代
表
さ
れ
る
社
会
の
責
任
は
明
白
だ

（
44
）⽜

と
し
て
、⽛
も
し
芸
術
が
自
分
自
身
の
失
敗
が
原
因
で
な
い
の
に
公
的
支
援
が
な
け
れ

ば
生
き
残
れ
な
い
と
し
た
ら
、
必
要
な
支
援
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
⽜
と
論
ず
る
。
し
か
し
、⽛
政
府
が
芸
術
に
一
層
の
支
援
を
行
う
べ

き
だ
と
い
う
確
信
は
決
し
て
共
通
に
な
っ
て

（
45
）⽜

お
ら
ず
、⽛
芸
術
に
理
解
あ
る
人
た
ち
か
ら
さ
え
政
府
の
支
援
は
望
ま
し
い
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
疑
念
が
ひ
き
つ
づ
き
提
起
さ
れ
て
い
る

（
46
）⽜

と
い
う
。
そ
の
上
で
、
経
済
分
析
に
馴
染
み
や
す
い
⽛
政
府
の
支
援
に
賛
成
す
る

議
論
⽜
と
⽛
政
府
の
支
援
に
反
対
す
る
議
論
⽜
を
検
討
し
て
い
る
。

政
府
の
支
援
に
賛
成
す
る
い
く
つ
か
の
議
論
は
、⽛
ど
こ
の
国
で
も
行
わ
れ
て
い
る
の
に
何
故
我
が
国
で
は
で
き
な
い
の
か
⽜
と
か
、
合

衆
国
の
海
運
業
、
農
業
、
教
育
に
関
し
て
〈
連
邦
の
援
助
を
正
当
と
す
る
〉
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
の
に
、
何
故
舞
台
芸
術
に
対
し

て
政
府
の
援
助
が
で
き
な
い
と
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
⽛
類
推
に
よ
る
⽜
議
論

（
47
）で

あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、

⽛
あ
る
社
会
・
経
済
活
動
に
支
援
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
他
に
も
同
じ
よ
う
に
望
ま
し
い
と
は
限
ら
な
い

（
48
）⽜

し
、⽛
類

推
に
よ
る
議
論
だ
け
で
は
…
…
他
の
活
動
に
対
す
る
政
府
の
援
助
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い

（
49
）⽜

と
す
る
。

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、
こ
う
し
た
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
の
議
論
は
、⽛
受
益
者
サ
イ
ド
の
効
果
に
注
意
⽜
を
向
け
る
こ
と
が
多
い

と
す
る

（
50
）。

し
か
し
、⽛
公
的
支
援
を
弁
護
す
る
議
論
は
、
結
局
、
よ
り
高
次
な
理
由
と
考
え
ら
れ
る
芸
術
活
動
の
⽝
本
来
的
価
値
⽞
と
い
う

も
の
に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
い

（
51
）⽜

と
い
う
。

他
方
、⽛
政
府
の
支
援
に
反
対
す
る
議
論
⽜
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
時
代
遅
れ
と
は
な
っ
て
い
る
が
反
対
論
の
一
つ

に
、⽛
芸
術
に
と
っ
て
は
貧
困
は
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
創
造
性
を
刺
激
す
る

（
52
）⽜

と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
よ
り
思
慮
に
富
ん
だ
反
対
意

見
は
、⽛
貧
困
、
病
気
、
犯
罪
、
無
知
と
い
っ
た
、
よ
り
優
先
順
位
の
高
い
も
の

（
53
）⽜

が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、⽛
た
と
え
貧
困
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
資
金
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
芸
術
の
た
め
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に
資
金
が
使
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
⽜
と
反
論
す
る

（
54
）。⽛

他
の
い
く
つ
か
の
事
業
に
、
よ
り
高
い
優
先
順
位
が
あ
る
と

思
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
芸
術
に
対
す
る
支
出
を
攻
撃
す
る
の
は
説
得
力
を
欠
き
恣
意
的
で
も
あ
る

（
55
）⽜

と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
の
支
援
に
反
対
す
る
議
論
に
は
、⽛
政
府
の
芸
術
へ
の
支
援
が
も
っ
ぱ
ら
民
間
資
金
を
排
除
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

る
⽜
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
別
の
議
論
で
あ
る
と
い
う

（
56
）。⽛

民
間
の
寄
付
に
対
す
る
政
府
の
補
助
金
の
影
響
と
い
っ
た
基
本

的
な
事
実
問
題
に
関
す
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い

（
57
）⽜

と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、⽛
公
的
支
援
は
公
的
統
制
を
意
味
す
る
⽜
と
い
う
反
対
論
は
、
も
っ
と
も
説
得
力
の
あ
る
議
論
の
一
つ
で
あ
る
と
し
つ
つ

（
58
）、⽛

西

欧
で
は
政
府
の
支
援
が
公
的
統
制
を
意
味
し
て
こ
な
か
っ
た
⽜
と
し
て
、
こ
の
議
論
は
、⽛
実
際
に
は
少
し
も
根
拠
の
な
い
議
論
で
あ
る
⽜

と
断
じ
て
い
る

（
59
）。

そ
し
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、⽛
民
間
の
後
援
者
に
よ
る
干
渉
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
政
府
の
統
制
よ
り
大
き
な
脅
威
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
証
拠
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
し
て
、
そ
う
し
た
事
例
を
挙
げ
て
い
る

（
60
）。

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
関
連
す
る
、⽛
は
る
か
に
実
体
の
あ
る
脅
威
⽜
と
し
て
、⽛
政
府
の
援
助
が
直
接
的
に
芸
術
の
自
由
を
制
限
す
る
こ

と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
そ
の
活
力
を
損
な
う
こ
と
は
あ
り
う
る
⽜
と
い
う
。
仮
に
、⽛
経
験
の
あ
る
、
名
声
の
確
立
し
た
団

体
に
ば
か
り
支
援
が
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
実
験
を
し
よ
う
と
い
う
気
を
な
く
さ
せ
、
全
体
の
停
滞
を
招
く
こ
と
も
あ
り
う
る

（
61
）⽜

と
い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
平
等
主
義
を
標
榜
し
、⽛
政
府
の
支
援
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
を
も
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
薄
く

配
分
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
不
可
避
的
な
結
果
と
し
て
平
凡
な
芸
術
文
化
が
広
が
っ
て
し
ま
う

（
62
）⽜

と
い
う
。

（
二
）
市
場
テ
ス
ト

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
政
府
の
財
政
支
援
に
つ
い
て
の
賛
成
論
、
反
対
論
と
も
明
確
な
根
拠
に
欠
け
る
と
し
た
の
ち
、

芸
術
活
動
に
対
す
る
⽛
市
場
テ
ス
ト
⽜
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
も
し
芸
術
が
、
軍
隊
や
法
廷
や
小
学
校
の
よ
う
に
⽛
市
場
テ
ス
ト
を
免
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除
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
活
動
の
性
格
⽜
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
論
証
で
き
れ
ば
、
市
場
テ
ス
ト
な
し
の
政
府
資
金
援

助
が
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う

（
63
）。

こ
の
論
証
を
目
指
し
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、
芸
術
へ
の
政
府
支
出
を
正
当
化
す
る
上
で
代
表
的
な
、⽛
平
等
主
義
者
的
見
地
⽜⽛
未

成
年
者
の
教
育
⽜⽛
公
共
財
⽜
の
三
つ
の
議
論
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。

⽛
平
等
主
義
者
的
見
地
⽜
と
は
、
市
場
テ
ス
ト
は
⽛
選
挙
の
よ
う
な
も
の
⽜
で
あ
る
が
、⽛
こ
の
制
度
で
は
、
全
員
が
同
じ
数
の
票
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
る

（
64
）⽜

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、⽛
豊
か
な
消
費
者
は
、
当
然
に

資
力
の
乏
し
い
購
入
者
と
比
べ
て
は
る
か
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
⽜
の
で
、⽛
政
府
資
金
は
、
市
場
と
い
う
選
挙
の
方
法
を
改
善
す
る
手

段
⽜
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る

（
65
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
観
客
が
極
端
に
少
な
い
の
は
、⽛
関
心
が
薄
い
せ
い
で
は
な
く
、
共

同
体
の
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
芸
術
鑑
賞
の
学
習
機
会
が
は
ば
ま
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
の
せ
い
で
あ
る

（
66
）⽜

と
議
論
が
展
開
さ
れ
る
と

い
う
。
い
わ
ゆ
る
ア
ク
セ
ス
権
の
議
論
が
こ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

⽛
未
成
年
者
の
教
育
⽜
と
は
、
未
成
年
者
は
、⽛
所
得
の
使
途
を
自
分
で
決
定
⽜
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で

（
67
）、

未
成
年
者
が

で
き
る
だ
け
早
く
芸
術
に
触
れ
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
議
論
で
あ
る

（
68
）。

も
っ
と
も
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、

慎
重
に
⽛
芸
術
に
関
す
る
好
み
は
早
い
時
期
の
経
験
に
よ
っ
て
し
み
込
む
と
い
う
仮
説
⽜
は
、
確
実
な
証
拠
の
あ
る
議
論
で
は
な
い
と
留

保
を
つ
け
て
い
る

（
69
）。

⽛
公
共
財
⽜
と
は
、⽛
あ
る
人
に
そ
れ
が
供
給
さ
れ
た
と
き
自
動
的
か
つ
不
可
避
的
に
共
同
体
の
全
員
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い

う
特
徴
⽜
を
も
っ
た
財
で
あ
る
と
い
う

（
70
）。

公
共
財
の
供
給
は
市
場
の
力
だ
け
に
任
せ
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、⽛
政
府
の
資
金
運
用

は
大
部
分
の
消
費
者
の
願
望
を
実
現
し
う
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る

（
71
）⽜

と
い
う
。
し
か
し
、⽛
混
合
財
⽜
の
場
合
は
、⽛
純
粋
な
公
共
財
と
違
っ

て
、
大
衆
向
け
に
販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
費
用
の
一
部
を
賄
う
こ
と
が
期
待
で
き
る

（
72
）⽜

財
で
あ
り
、
事
態
は
や
や
複
雑
に
な
る
と
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い
う
。
混
合
財
の
場
合
、
消
費
者
は
、
料
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
直
接
的
便
益
を
享
受
で
き
な
く
な
る
が
、⽛
消
費
者
は
混
合
財
に
由
来
す

る
間
接
的
便
益
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い

（
73
）⽜

と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、⽛
そ
れ
が
共
同
体
全
員
の
役
に
立
つ
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る

（
74
）⽜

と
い
う
。⽛
準
公
共
財
の
上
に
置
か
れ
る
値
札
は
そ
の
生
産
費
を
賄
う
に
は
た
り
な
い
⽜
が
、⽛
市
場
テ
ス
ト
に
合
格
で

き
な
く
て
も
、
決
し
て
そ
の
商
品
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
⽜
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
条
件
の
下
で
は
、

⽛
公
的
支
援
は
有
効
需
要
を
創
出
す
る
唯
一
利
用
可
能
な
手
段
と
し
て
完
全
に
正
当
化
さ
れ
る

（
75
）⽜

と
し
て
い
る
。

（
三
）
舞
台
芸
術
は
公
共
財
か

さ
て
、
問
題
は
、
舞
台
芸
術
が
果
た
し
て
⽛
混
合
財
⽜
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
舞
台
芸
術
が
、
共
同
体
全
体
に
便
益
を
提
供
す
る

も
の
だ
と
し
た
ら
、⽛
政
府
の
芸
術
支
援
は
共
同
体
全
体
の
願
望
と
完
全
に
一
致
す
る

（
76
）⽜

と
さ
れ
る
。
は
た
し
て
、
芸
術
は
⽛
混
合
財
⽜
と

呼
べ
る
性
質
を
備
え
て
い
る
か
を
判
断
す
る
た
め
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、
芸
術
に
由
来
す
る
一
般
的
便
益
を
四
つ
あ
げ
て
論
じ
て

い
る

（
77
）。

そ
の
第
一
は
、⽛
舞
台
芸
術
が
国
家
に
付
与
す
る
威
信

（
78
）⽜

で
あ
る
。
人
々
は
、
自
分
が
オ
ペ
ラ
な
ど
に
出
か
け
な
く
て
も
、
自
国
の
⽛
声

楽
家
に
与
え
ら
れ
る
国
際
的
評
価
や
振
付
師
の
独
創
性
は
誇
り
に
し
て
⽜
お
り
、⽛
立
派
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
ア
メ
リ

カ
の
偉
業
の
尺
度
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
満
足
の
源
泉
で
あ
る
⽜
と
い
う
。

第
二
の
一
般
的
便
益
は
、⽛
文
化
活
動
の
広
が
り
が
周
辺
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
与
え
る
メ
リ
ッ
ト
、
つ
ま
り
、
商
店
、
ホ
テ
ル
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、

バ
ー
に
客
を
呼
ぶ
と
い
う
実
利
的
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る

（
79
）⽜

と
い
う
。
国
の
レ
ベ
ル
で
は
、⽛
有
名
な
舞
台
芸
術
団
体
が
観
光
の
貴
重
な
呼
び
物

と
し
て
役
立
っ
て
い
る
⽜
と
い
う
。

第
三
の
一
般
的
便
益
で
あ
る
社
会
的
貢
献
は
、⽛
将
来
の
世
代
に
関
係
⽜
す
る
魅
力
的
な
も
の
だ
と
い
う

（
80
）。

す
な
わ
ち
、⽛
芸
術
鑑
賞
能
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力
は
訓
練
や
出
会
い
に
適
し
た
時
期
を
は
ず
し
た
ら
獲
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
⽜
と
い
う
理
解
で
あ
る

（
81
）。⽛

自
分
は
こ
れ
と
い
っ
た
芸

術
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
自
分
以
外
の
家
族
に
は
ぜ
ひ
こ
う
し
た
機
会
が
役
立
っ
て
欲
し
い
と
感
じ
て
い
る
人

は
至
る
所
に
い
る
⽜
し
、⽛
美
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
国
を
将
来
の
世
代
に
伝
え
る
⽜
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
る
人
が
ほ
と
ん
ど
だ

か
ら
で
あ
る
と
い
う

（
82
）。

第
四
は
、⽛
教
育
的
貢
献
⽜
で
あ
る
と
い
う

（
83
）。⽛

も
し
学
生
が
劇
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
劇
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か

（
84
）⽜、⽛

も
し
だ
れ
も
プ
ロ
の
質
を
も
っ
た
演
奏
を
聴
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
音
楽
教
育
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う

（
85
）⽜

と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
分
析
論
証
し
た
上
で
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、⽛
芸
術
が
共
同
体
全
体
に
普
遍
的
な
便
益
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
認

め
る
な
ら
ば
、
芸
術
の
便
益
は
チ
ケ
ッ
ト
売
場
に
お
い
て
回
収
が
期
待
で
き
る
売
上
げ
を
明
ら
か
に
上
回
っ
て
い
る
以
上
、
部
分
的
に
、

そ
し
て
か
な
り
の
程
度
公
共
財
で
あ
る

（
86
）⽜

の
で
あ
り
、⽛
も
し
国
の
資
源
の
配
分
が
大
衆
の
願
望
や
利
益
に
し
た
が
う
べ
き
だ
と
し
た
ら
、

こ
れ
が
政
府
の
支
出
を
正
当
化
で
き
る
究
極
の
根
拠
で
あ
る

（
87
）⽜

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
と
は
い
え
、
政
府
の
支
出
は
、⽛
市
場
が
あ
る
活
動

に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
便
益
の
す
べ
て
を
回
収
す
る
方
策
が
な
い
場
合
に
の
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
⽜
と
す
る

（
88
）。

こ
の
よ
う
に
市
場
が

社
会
に
も
た
ら
す
便
益
を
す
べ
て
回
収
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、⽛
政
府
が
資
金
提
供
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
社
会
資
源
の
誤
配

分
、
す
な
わ
ち
、
公
衆
の
欲
求
を
充
足
で
き
な
い
と
い
う
、
き
わ
め
て
誤
っ
た
経
済
状
況
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
⽜
と
論
ず
る

（
89
）。

と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
の
舞
台
芸
術
を
統
計
分
析
手
法
を
活
用
し
な
が
ら
詳
細
に
分
析
し
た
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、⽛
政
府
の
支
援

の
見
通
し
は
、
芸
術
支
援
の
擁
護
者
が
彼
ら
の
意
見
を
効
果
的
に
立
証
で
き
る
か
ど
う
か
の
能
力
に
か
な
り
の
程
度
依
存
し
て
い
る

（
90
）⽜

と

付
け
加
え
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、⽛
提
供
さ
れ
る
支
援
の
総
額
は
、
抽
象
的
な
原
理
だ
け
に
基
づ
い
て
は
決
め
ら
れ
な
い

（
91
）⽜

の

で
あ
り
、⽛
政
治
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
⽜
と
し
て
い
る

（
92
）。

本
書
の
邦
訳
者
に
よ
る
解
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
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に
⽛
芸
術
的
創
造
の
成
果
を
舞
台
で
発
表
す
る
機
会
を
得
た
芸
術
家
は
鑑
賞
の
機
会
を
得
た
観
客
や
聴
衆
に
よ
る
⽝
市
場
で
の
テ
ス
ト
⽞

で
自
ら
の
創
造
性
を
鍛
え
る
こ
と
に
な
る

（
93
）⽜

と
い
う
の
が
、
本
書
の
著
者
た
ち
の
も
っ
と
も
伝
え
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
我
々
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
芸
術
と
経
済
を
巡
る
議
論
が
、
決
し
て
単
純
に
芸
術
は

⽛
公
共
財
⽜
で
あ
っ
て
、
政
府
の
支
援
を
当
然
と
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に

お
い
て
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
議
論
が
紹
介
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
⽛
現
代
財
政
に
お
け
る
芸
術
・
文
化
へ
の
財
政
支
出
の
理
論

的
根
拠

（
94
）⽜

を
与
え
た
と
解
説
さ
れ
る
場
合
が
多
い

（
95
）。

し
か
し
、
先
に
引
用
し
た
中
川
幾
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、⽛
芸
術
に
対
す
る
公
的
支
援
あ
る
い
は
公
的
な
文
化
振
興
の
必
要
性
を
説
く

に
あ
た
っ
て
、
こ
の
論
拠
だ
け
を
金
科
玉
条
と
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
合
唱
に
終
始

（
96
）⽜

す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
後
藤
和
子
も
論
ず
る
よ
う
に
⽛
文
化
と
経
済
と
の
関
係
は
、
ボ
ウ
モ
ル
ら
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
ジ
レ
ン
マ
を
含
む
多
面
的
な
も
の

（
97
）⽜

で
あ
る
と
捉
え
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

確
か
に
芸
術
活
動
の
経
済
的
基
礎
は
弱
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
需
要
側
、
す
な
わ
ち
、
鑑
賞
者
や
資
金
を
提
供
す
る
民
間
や
政
府

の
理
解
不
足
だ
け
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
う
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
供
給
側
、
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
の
実
演
家
の
創
造
性
の
錬

磨
熟
達
と
自
ら
の
芸
術
の
社
会
共
同
体
全
体
へ
の
価
値
を
伝
達
す
る
努
力
の
欠
如
に
起
因
す
る
部
分
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
そ
の
ほ
か
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
議
論

前
節
で
参
照
し
た
わ
が
国
の
代
表
的
研
究
者
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
紹
介
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
補
足
が
必
要
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
点
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、⽛
政
府
支
援
が
も
っ
ぱ
ら
民
間
資
金
を
排
除
す
る
と
い
っ
た
議
論
を
排
斥
し
て
い
る

（
98
）⽜と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
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ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
⽛
民
間
の
寄
付
に
対
す
る
政
府
の
補
助
金
の
影
響
と
い
っ
た
基
本
的
な
事
実
問
題
に
関
す
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
い

（
99
）⽜

と
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
政
府
が
多
額
の
直
接
支
援
を
行
っ
て
お
り
民
間
の
支
援
が
十
分
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て

⽛
政
府
の
補
助
金
が
民
間
の
寄
付
を
減
ら
し
た
の
だ
と
い
う
推
論
も
可
能
で
あ
る
が
、
民
間
の
支
援
が
十
分
で
な
い
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

大
陸
の
政
府
は
芸
術
に
か
な
り
の
金
額
を
支
出
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
原
因
と
結
果
を
逆
に
す
る
こ
と
も

で
き
る
。⽜
と
し
て
お
り
、
ま
さ
に
⽛
資
料
が
な
い
⽜、
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
上
位
所
得
階
層
の
寄
付
比
率
が
高
い
こ
と
に
関
し
て
も
、
そ
れ
は
⽛
合
衆
国
で
行
わ
れ
て
い
る
強
力

な
税
制
上
の
誘
因
手
段
の
結
果
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
富
裕
層
は
政
府
が
芸
術
活
動
へ
の
資
金
提
供
を
始
め
る
と
た
だ
ち
に
寄
付
を

減
ら
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
別
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
…
…
い
ず
れ
に
し
て
も
調
査
結
果
の
内
容
が

自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
意
味
が
な
い
。
…
…
国
が
職
業
団
体
の
支
援
に
大
部
分
の
責
任
を
負
う
と
こ
ろ
で
は
、
民
間

の
寄
付
の
か
な
り
の
部
分
が
ア
マ
チ
ュ
ア
の
活
動
に
向
か
う
事
を
こ
の
調
査
結
果
は
示
唆
し
て
い
る
⽜
と
述
べ
て
い
る

（
100
）。

次
に
、
芸
術
へ
の
政
府
の
援
助
に
し
て
も
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、
手
放
し
で
賛
成
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

政
府
の
援
助
に
関
し
て
は
、⽛
は
る
か
に
実
体
の
あ
る
脅
威
が
存
在
す
る
⽜
と
し
て
、⽛
政
府
の
援
助
が
直
接
的
に
芸
術
の
自
由
を
制
限
す

る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
そ
の
活
力
を
損
な
う
こ
と
は
あ
り
う
る

（
101
）⽜

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、⽛⽝
不
公
平
⽞
と
の
批

難
を
避
け
る
た
め
に
、
政
府
の
支
援
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
を
も
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
薄
く
配
分
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
不
可
避
的
な
結

果
と
し
て
平
凡
な
芸
術
文
化
が
広
が
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
想
像
上
の
危
険
で
は
な
い

（
102
）⽜

と
警
告
も
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ

に
つ
い
て
は
⽛
こ
う
し
た
危
険
性
は
潜
在
的
に
は
非
常
に
深
刻
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
近
い
将
来
合
衆
国
に
当
て
は
ま
る
こ

と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
103
）⽜

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
う
し
た
危
険
が
生
じ
る
ほ
ど
の
公
的
支
援
が
行
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。⽛
何
に
対
し
て
で
あ
れ
、
政
府
を
唯
一
の
資
金
源
泉
に
す
る
よ
う

北研 51 (4・184) 604

論 説



な
形
の
支
援
を
主
張
し
て
い
る
人
は
い
な
い
し
、
公
私
二
種
類
の
支
援
が
多
元
的
調
整
を
行
い
自
動
的
に
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン

ス
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
104
）⽜

と
述
べ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
民
間
寄
付
の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。

次
に
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
⽛
舞
台
芸
術
が
経
済
的
に
自
立
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、
芸
術
文
化
活
動
へ
の
公
的

支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
根
拠
を
示
し
た

（
105
）⽜

と
す
る
議
論
に
も
、
若
干
の
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
は
、

名
声
が
あ
り
、
よ
く
組
織
さ
れ
た
資
金
調
達
機
構
を
も
っ
た
組
織
は
、⽛
今
日
以
上
に
な
ん
の
困
難
も
な
く
将
来
も
持
続
す
る
だ
ろ
う

（
106
）⽜

と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、⽛
様
々
な
種
類
の
寄
付
の
お
か
げ
で
、
ほ
と
ん
ど
の
舞
台
芸
術
団
体
は
所
得
と
経
費
と
の
間
に
生
じ
る
不
足
を

埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

（
107
）⽜

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
単
な
る
金
銭
的
な
寄
付
の
み
な
ら
ず
⽛
現
物
で
の
⽜
寄
付
の
効
用
も

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
確
か
に
舞
台
芸
術
の
公
演
を
チ
ケ
ッ
ト
売
上
げ
だ
け
で
賄
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
、
ア

メ
リ
カ
で
は
、
民
間
か
ら
の
多
様
な
寄
付
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
経
済
的
に
は
自
立
し
て
い
る
と
い
え
る
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。

⽛
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
問
題
提
起
に
よ
り
、
公
的
資
金
投
入
の
ほ
か
、
民
間
サ
イ
ド
で
も
芸
術
文
化
支
援
の
機
運
が
た
か
ま
っ
て

い
っ
た

（
108
）⽜

と
す
る
議
論
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
な
ど
に
は
、
パ
ト
ロ

ン
が
膨
大
な
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
パ
ト
ロ
ン
は
金
額
を
記
載
し
て
い
な
い
小
切
手
を
渡
す
場
合
も
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る

（
109
）。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
と
異
な
り
、
民
間
寄
付
が
芸
術
を
支
え
て
き
て
い
る
こ
と

が
随
所
に
書
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
政
府
資
金
援
助
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
第
一
六
章
で
さ
え
、
す
で
に
み
た
よ
う
に

（
110
）、

民
間
の

後
援
者
の
介
入
を
む
し
ろ
危
惧
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

（
五
）
公
立
文
化
ホ
ー
ル
の
存
在
意
義

本
節
の
最
後
に
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
議
論
を
わ
が
国
の
自
治
体
文
化
政
策
の
中
心
に
あ
る
と
も
言
え
る
公
立
文
化
ホ
ー
ル
に
当
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て
は
め
て
み
る
な
ら
ば
、
専
門
芸
術
の
公
演
や
創
造
性
ば
か
り
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
地
域
住
民
の
合
意
を
優
先
し
た
活
用

方
策
を
追
求
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
住
民
自
身
が
公
立
文
化
ホ
ー
ル
の
存
在
を
⽛
公
共
財
⽜
で
あ
る
と
認

識
し
な
け
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
公
立
文
化
ホ
ー
ル
の
存
在
意
義
が
な
く
な
り
、
存
在
自
体
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
公
立
文
化
ホ
ー
ル
が
⽛
混
合
財
⽜
に
当
た
る
か
ど
う
か
、⽛
値
札
は
そ
の
生
産
費
を
賄
う
に
は
足
り
な
い

（
111
）⽜

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
が
論
じ
た
よ
う
に
、
芸
術
の
供
給
側
も
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
が
鋭
く
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
公
立
文
化
ホ
ー
ル
の
存
続
に
は
ま
さ
に
⽛
政
治
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て

（
112
）⽜

お
り
、⽛
芸
術
活
動

の
⽝
本
来
の
価
値
⽞
と
い
う
も
の
に
依
拠
す
る

（
113
）⽜

だ
け
で
は
公
立
文
化
ホ
ー
ル
は
存
続
し
え
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。

三

コ
ー
エ
ン
の
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
批
判

（
一
）
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
⽛
コ
ス
ト
病
⽜

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
は
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜（
cost-disease）
と
い
う
言
葉
は
、
直
接
的
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
ボ
ウ
モ
ル
の
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
と
言
わ
れ
る
概
念
は
、
こ
の
著
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る

（
114
）。

で
は
、⽛
コ
ス
ト

病
⽜
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
が
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜に
当
た
る
概
念
を
端
的
に
説
明
し
て
い
る
の
は
、以
下
の
部
分
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、

そ
の
ま
ま
引
用
し
た
い

（
115
）。
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議
論
の
中
心
論
点
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
性
が
不
変
で
あ
る
舞
台
芸
術
の
よ
う
な
活
動
の
場
合
に
は
、
貨
幣
賃

金
の
あ
ら
ゆ
る
上
昇
が
自
動
的
に
そ
れ
に
等
し
い
単
位
労
働
費
用
の
増
加
に
移
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
産

性
が
上
昇
し
て
い
る
産
業
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
働
者
一
人
一
時
間
当
た
り
の
産
出
量
が
増
加
す
る
こ
と
で
費
用
の
増
加
を
相
殺

し
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
確
か
な
結
論
が
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
生
産
性
が
定
常
的
で
あ
る
こ

の
よ
う
な
活
動
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
対
費
用
が
増
加
す
る
程
度
は
、
労
働
者
一
人
一
時
間
あ
た
り
の
産
出
量
の
経
済
全
体
で
見
た

増
加
率
に
直
接
依
存
し
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
全
体
の
技
術
進
歩
の
ペ
ー
ス
が
速
く
な
る
ほ
ど
、
全
体
の
賃
金
率
の
上
昇
も
大
き

く
な
り
、
生
産
性
の
上
昇
を
享
受
し
て
い
な
い
産
業
で
は
、
費
用
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
圧
力
が
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
経

済
部
門
に
と
っ
て
急
速
な
技
術
進
歩
は
な
に
ひ
と
つ
恵
み
を
与
え
て
く
れ
な
い
し
、
少
な
く
と
も
費
用
に
関
す
る
限
り
は
そ
う
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
他
の
産
業
で
労
働
者
一
人
当
た
り
の
生
産
性
が
向
上
し
た
場
合
で
も
、
舞
台
芸
術
の
場
合
は
、
労

働
者
一
人
当
た
り
の
生
産
性
は
向
上
し
な
い
こ
と
を
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
引
用
さ
れ
る
有

名
な
比
喩
（
作
曲
者
名
が
違
っ
た
り
、
演
奏
形
態
が
異
な
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
）
で
描
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、⽛
人
間
の
創
意
工
夫
に

よ
っ
て
自
動
車
の
生
産
に
必
要
な
労
働
を
減
少
さ
せ
る
方
法
は
考
案
さ
れ
て
き
た
が
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
四
五
分
か
か
る
四
重
奏
曲
を
一

人
当
た
り
に
換
算
し
て
合
計
三
時
間
以
下
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
は
だ
れ
も
い
な
い

（
116
）⽜

と
さ
れ
る
。
演
奏
時
間
四
五
分
の

四
重
奏
曲
を
演
奏
す
る
の
に
は
、
こ
れ
を
一
人
当
た
り
の
労
働
に
換
算
す
る
と
三
時
間
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
他
の
経
済
分
野
で
労
働
生

産
性
が
ど
ん
な
に
向
上
し
よ
う
と
も
、
演
奏
時
間
を
短
縮
で
き
な
い
以
上
、
生
産
性
は
相
対
的
に
低
く
な
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

こ
の
問
題
か
ら
帰
結
さ
れ
る
状
態
を
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
、
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
、
典
型
的
な
演
奏
家
の
賃
金
が
毎
年
一
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定
で
あ
る
と
仮
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、演
奏
家
の
購
買
力
は
増
加
し
な
い
し
、相
対
的
に
は
演
奏
家
は
ど
ん
ど
ん
貧
困
に
な
っ

て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る

（
117
）。

第
二
は
、
演
奏
家
が
賃
金
の
引
き
上
げ
に
成
功
し
、
生
活
水
準
が
自
動
車
産
業
の
労
働
者
に
遅
れ
を
と
ら
な

い
も
の
に
な
る
と
仮
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
公
演
一
回
当
た
り
の
費
用
は
、
演
奏
家
の
所
得
と
と
も
に
増
加
し
続
け
る
に
違

い
な
く
、
舞
台
芸
術
鑑
賞
の
た
め
の
価
格
の
上
昇
を
必
然
的
に
導
く
こ
と
に
な
る

（
118
）。

第
三
は
、
現
実
に
最
も
近
い
と
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ

ン
が
述
べ
る
状
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
演
奏
家
の
賃
金
は
上
昇
す
る
が
、
舞
台
芸
術
家
は
働
く
意
思
に
ひ
た
む
き
で
、
一
般
の
賃
金
ト

レ
ン
ド
に
鈍
感
で
あ
り
、
製
造
業
分
野
等
の
労
働
者
の
賃
金
増
加
に
遅
れ
を
と
る
と
す
る
仮
定
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
演
奏
家
は
、
賃
金

報
酬
に
加
え
て
、
演
奏
す
る
こ
と
に
伴
う
快
楽
や
個
人
的
満
足
を
仕
事
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
、
相
対
的
に
貨
幣
所
得
が
低
く
て
も

心
理
所
得
は
高
い
こ
と
に
な
る

（
119
）。

こ
れ
ら
の
想
定
の
ど
れ
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
労
働
者
一
人
一
時
間
当
た
り
の
産
出
量
が
一
定
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
生
産
性
が
一
定
で

あ
れ
ば
、賃
金
率
の
上
昇
が
ど
れ
ほ
ど
少
な
く
て
も
、そ
の
上
昇
は
必
ず
費
用
の
増
加
に
つ
な
が
る
、と
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
は
述
べ
る

（
120
）。

舞
台
芸
術
が
、
他
の
労
働
分
野
、
特
に
製
造
業
分
野
と
比
較
し
て
⽛
所
得
格
差
⽜（
incom
egap）
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
労
働
生

産
性
が
、
他
の
経
済
部
門
、
と
り
わ
け
、
工
場
労
働
部
門
な
ど
労
働
の
効
率
化
が
進
み
や
す
い
業
種
と
比
較
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
⽛
技
術

革
新
⽜
の
余
地
が
な
く
（
四
五
分
の
演
奏
時
間
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
作
曲
さ
れ
て
い
る
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
四
重
奏
曲
を
途
中
で
切
り
上

げ
た
り
、
四
重
奏
曲
な
の
に
三
人
で
演
奏
す
る
の
は
論
外
で
あ
ろ
う
）、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
向
上
し
な
い
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
舞
台
芸
術
に
お
い
て
は
、
労
働
集
約
型
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
相
対
的
に
費
用
は
増
加
す
る
。
こ
れ
が
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜
と

言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
言
え
る
。

北研 51 (4・188) 608

論 説



（
二
）
コ
ー
エ
ン
の
批
判

こ
の
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
に
反
論
し
て
い
る
の
が
、
タ
イ
ラ
ー
・
コ
ー
エ
ン
（
T
ylerCow
en）
で
あ
る
。
コ
ー
エ

ン
は
、
二
〇
一
一
年
に
英
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
誌
が
⽛
今
後
世
界
に
影
響
を
与
え
る
最
も
重
要
な
経
済
学
者
⽜
二
六
人
を
選
ん
だ
際
、
そ
こ
に

名
を
連
ね
た
。
コ
ー
エ
ン
に
は
、⽝
創
造
的
破
壊

（
121
）⽞、⽝

ア
メ
リ
カ
は
ア
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て
き
た
か

（
122
）⽞、

な
ど
、
文
化
経
済
学
に

関
す
る
邦
訳
さ
れ
た
著
書
も
あ
る
。
彼
は
、
芸
術
へ
の
公
的
財
政
支
援
を
容
認
で
き
な
い
保
守
主
義
や
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
立
場
も
、
手
厚

い
公
的
財
政
支
援
を
当
然
だ
と
す
る
芸
術
愛
好
家
の
立
場
も
両
方
兼
ね
備
え
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
ろ
う
と
努
力
し
て

い
る
、
と
い
う

（
123
）。

本
稿
で
は
、
コ
ー
エ
ン
が
、
一
九
九
六
年
に
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
化
経
済
学
会
で
行
っ
た
⽛
私
は
な
ぜ
コ
ス
ト
病
を
信
じ
な
い
か

（
124
）⽜

と
す
る
コ
メ
ン
ト
を
中
心
に
、
コ
ー
エ
ン
の
主
張
を
み
て
み
た
い
。

ま
ず
、
コ
ー
エ
ン
は
、
ボ
ウ
モ
ル
ら
の
主
張
す
る
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
を
、
生
産
性
の
高
い
経
済
部
門
に
お
け
る
実
賃
金
の
上
昇
は
、
芸
術

生
産
物
の
機
会
費
用
を
増
大
さ
せ
る
し
、
も
し
芸
術
が
、
こ
れ
ら
の
生
産
性
に
見
合
っ
て
生
産
性
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

そ
の
コ
ス
ト
は
次
第
に
増
大
し
、
芸
術
生
産
の
実
質
量
は
減
少
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
問
題
提
起
だ
と
す
る

（
125
）。

こ
れ
に
対
し
、
コ
ー
エ
ン
は
、

⽛
革
新
⽜は
、芸
術
の
分
野
で
も
生
じ
て
い
る
と
し
て
、⽛
過
程
に
お
け
る
革
新
⽜（
Innovationsin
Process）と⽛
生
産
の
革
新
⽜（
Product

Innovation）
を
論
じ
て
い
る
。

⽛
過
程
に
お
け
る
革
新
⽜
で
は

（
126
）、

現
代
に
お
け
る
弦
楽
四
重
奏
が
、
一
七
八
〇
年
の
弦
楽
四
重
奏
と
比
較
し
て
生
産
性
が
改
善
さ
れ
て
い

な
い
と
す
る
ボ
ウ
モ
ル
ら
の
議
論
を
首
肯
し
つ
つ
、
し
か
し
、
電
子
的
再
生
産
技
術
が
、
現
代
の
弦
楽
四
重
奏
団
の
生
産
性
を
大
き
く
改

善
し
て
い
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
録
音
技
術
の
進
展
に
よ
り
、
一
度
行
わ
れ
た
演
奏
が
、
わ
ず
か
の
聴
衆
ば
か
り
で
は
な
く
、
何
千
も
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の
聴
衆
に
届
く
か
ら
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
音
楽
演
奏
数
が
増
え
て
い
な
く
て
も
、
演
奏
生
産
の
量
は
、
消
費
単
位
で
計
測
す
る
な
ら
ば

飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
録
音
技
術
に
よ
っ
て
、
実
演
芸
術
は
一
回
限
り
の
（
once-and-for-all）
恩
寵
（
boon）
で

は
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
二
〇
世
紀
で
は
録
音
技
術
の
め
ざ
ま
し
い
進
展
（
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
か
ら
Ｃ
Ｄ
へ
）
を
遂
げ
て
い
る
。⽛
い
つ
の

日
か
我
々
は
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
音
楽
を
情
報
ス
ー
パ
ー
ハ
イ
ウ
ェ
イ
を
通
じ
て
指
一
本
動
か
す
だ
け
で
す
ぐ
手
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

（
127
）⽜

と
一
九
九
六
年
段
階
で
、
今
日
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
音
楽
配
信
を
も
予
言
し
て
い
る
。

コ
ー
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
ボ
ウ
モ
ル
は
、
録
音
技
術
の
生
産
性
向
上
を
認
識
し
て
る
が
、
新
し
い
技
術
は
、
コ
ス
ト
の
減
少
を
遅
ら
せ
る

に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
。
ボ
ウ
モ
ル
の
主
張
で
は
、
こ
の
新
し
い
産
業
の
生
産
性
は
、⽛
漸
近
的
に
停
滞
的
⽜（
asym
p-

totically
stagnant）、
す
な
わ
ち
、
一
時
的
に
コ
ス
ト
を
押
し
下
げ
た
と
し
て
も
、
結
局
は
コ
ス
ト
増
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
録
音
の
コ
ス
ト
が
下
が
れ
ば
、
弦
楽
四
重
奏
労
働
の
コ
ス
ト
は
、
録
音
産
業
コ
ス
ト
の
特
に
高
い
比
率
を

占
め
る
こ
と
に
な
り
、
コ
ス
ト
病
を
再
び
作
動
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
コ
ー
エ
ン
は
、
音
楽
実
演
部
門
は
、
ボ
ウ
モ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
な
⽛
漸
近
的
に
停
滞
的
⽜
で
は
な
い
と
反
論
す
る
。

音
楽
生
産
も
、
市
場
が
飽
和
す
れ
ば
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
流
通
の
改
善
は
見
込
め
な
く
な
る
の
は
他
の
経
済
部
門
と
同
じ
だ
し
、
弦
楽
四

重
奏
生
産
に
つ
き
ま
と
う
削
減
不
能
な
労
働
コ
ス
ト
は
、
製
造
業
に
付
随
す
る
削
減
不
能
な
労
働
コ
ス
ト
と
基
本
的
に
異
な
ら
な
い
と
す

る
。
全
生
産
工
程
を
完
全
に
自
動
化
で
き
な
い
以
上
、
ど
の
よ
う
な
生
産
過
程
も
い
く
ぶ
ん
か
の
削
減
不
能
な
労
働
を
伴
う
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
録
音
音
楽
は
、
実
演
芸
術
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
主
張
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
録
音
に
よ
る
音
楽
再
生
は
、
消

費
単
位
で
見
る
な
ら
ば
、実
演
芸
術
の
生
産
性
を
高
め
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
と
、コ
ー
エ
ン
は
反
論
す
る
。
録
音
音
楽
の
再
生
を⽛
実

演
⽜
と
呼
ぶ
こ
と
を
や
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
消
費
者
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
録
音
技
術
に
よ
っ
て
音
楽
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
こ
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と
に
は
変
わ
り
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

続
い
て
、⽛
生
産
の
革
新
⽜
で
は

（
128
）、⽛

コ
ス
ト
病
⽜
論
は
、
人
間
の
労
働
に
創
造
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
、
と
コ
ー
エ

ン
は
批
判
す
る
。
現
代
の
弦
楽
四
重
奏
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
時
代
の
弦
楽
四
重
奏
よ
り
も
生
産
的
と
は
言
え
な
い
と
い
う
主
張
は
誤
り
で

あ
る
と
す
る
。
そ
の
論
拠
は
、
一
七
八
〇
年
の
弦
楽
四
重
奏
団
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
ハ
イ
ド
ン
を
演
奏
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
過
ぎ
な

い
が
、
現
代
の
弦
楽
四
重
奏
団
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
も
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
も
、
バ
ル
ト
ー
ク
も
、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
も
演
奏
す
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
時
代
の
弦
楽
四
重
奏
の
事
例
は
、
芸
術
的
創
造
を
固
定
的
で
、
変
化
の
な
い
活
動
だ

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
演
芸
術
を
停
滞
的
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
自
動
車
工
場
の
場
合
で
も
生
産
形
態
等
が
昔
の
ま
ま
固
定

し
て
い
る
と
し
た
ら
同
じ
く
停
滞
的
に
な
る
だ
ろ
う
と
コ
ー
エ
ン
は
述
べ
る
。
現
代
の
世
界
は
、
Ｔ
型
フ
ォ
ー
ド
車
を
よ
り
安
く
作
ろ
う

と
し
て
は
お
ら
ず
、
よ
り
よ
い
自
動
車
を
生
産
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
と
同
じ
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。

⽛
コ
ス
ト
病
⽜論
は
、計
測
可
能
な
金
銭
上
の
費
用
に
焦
点
を
当
て
す
ぎ
て
お
り
、生
産
過
程
で
付
加
さ
れ
る
価
値
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ

て
い
な
い
、
と
コ
ー
エ
ン
は
主
張
す
る
。
芸
術
は
、
連
続
的
に
新
し
く
革
新
的
な
製
品
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
計
測
さ
れ
る
費
用
に

か
か
わ
ら
ず
、
付
加
さ
れ
る
価
値
は
高
く
な
り
、
生
産
性
は
高
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
質
の
改
善
を
無
視
し
た
議
論
は
、

コ
ス
ト
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
便
益
と
の
差
で
あ
る
純
利
益
率
の
点
で
実
演
芸
術
が
よ
り
低
い
生
産
性
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
す

こ
と
は
で
き
ず
、
単
に
総
費
用
が
増
加
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
製
品
が
急
速
に

置
き
換
え
な
し
に
生
産
を
止
め
て
い
る
分
野
と
、
製
品
が
依
然
と
し
て
好
調
な
需
要
を
維
持
し
て
い
る
分
野
と
を
比
べ
た
場
合
、
後
者
の

分
野
が
、
た
と
え
そ
の
金
銭
上
の
費
用
が
計
測
さ
れ
た
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
対
し
て
継
続
的
に
高
い
割
合
を
占
め
て
い
た
と
し
て
も
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜

に
罹
患
し
て
い
る
と
は
主
張
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
コ
ー
エ
ン
は
述
べ
る
。

コ
ー
エ
ン
は
、⽛
ど
の
分
野
が
停
滞
的
か
⽜
と
問
題
設
定
し
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
歩
み
の
遅
い
分
野
は
、
統
計
上
の
区
分
を
行
う
だ
け
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な
ら
、
文
化
産
業
あ
る
い
は
実
演
芸
術
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。
し
か
し
、
床
屋
の
例
を
出
し
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜
論
は
、
固
定
さ
れ
た
技
術
に

基
づ
い
て
作
業
が
行
わ
れ
、
将
来
の
改
善
が
わ
ず
か
に
し
か
見
込
め
な
い
、
あ
た
り
ま
え
の
（
given）
反
復
的
仕
事
に
こ
そ
当
て
は
ま
る

議
論
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
を
導
く
の
に
当
て
は
ま
る
こ
れ
ら
の
特
性
は
、
実
演
芸
術
を
説
明
す
る
も
の
で
は

な
い
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
し
た
コ
ー
エ
ン
は
、
最
後
に
、⽛
経
験
的
証
拠
⽜（
Em
piricalEvidence）
を
提
示
し
て
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜
論

に
挑
戦
を
突
き
つ
け
る

（
129
）。

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
は
、
劇
場
、
オ
ペ
ラ
、
あ
る
い
は
交
響
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
文
化
部
門

を
選
択
し
、
長
年
に
わ
た
っ
て
、
単
位
あ
た
り
の
費
用
の
経
路
を
計
測
し
、
費
用
が
上
昇
す
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た

（
130
）。

し
か
し
、
コ
ー
エ

ン
は
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
三
つ
の
理
由
か
ら
生
産
性
を
正
確
に
は
測
定
し
て
い
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
生
産
性
測
定
は
、

製
品
の
質
の
向
上
を
説
明
し
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
生
産
性
測
定
は
、
多
様
性
の
増
大
を
説
明
し
な
い
こ
と
、
第
三
に
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜

研
究
は
、
通
常
、
オ
ペ
ラ
、
劇
場
、
交
響
楽
団
を
選
択
す
る
が
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜
擁
護
者
は
、⽛
高
級
文
化
⽜（
high
culture）
に
対
す
る
正

当
化
で
き
な
い
偏
向
を
誇
示
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。

そ
の
上
で
、
舞
台
実
演
（
liveperform
ance）
は
、
特
定
の
種
類
で
は
人
気
を
失
っ
て
き
て
い
る
と
し
て
も
、
一
般
的
に
は
減
少
し
て

い
な
い
と
い
う
。
レ
イ
ブ
、
テ
ク
ノ
、
ラ
ッ
プ
な
ど
の
演
奏
実
演
は
、
人
気
を
博
し
て
い
る
し
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
舞
台
実
演
で
さ
え
、
停

滞
と
言
う
よ
り
は
、
増
加
し
て
い
る
と
い
う
。
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
九
〇
年
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
五
八
の
交
響
楽
団
か
ら
三

〇
〇
近
い
（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
）
交
響
楽
団
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
し
、
二
七
し
か
な
か
っ
た
オ
ペ
ラ
カ
ン
パ
ニ
ー
が
一
五
〇
以

上
の
オ
ペ
ラ
カ
ン
パ
ニ
ー
を
擁
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
す
る

（
131
）。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
拡
大
は
、
主
に
民
間
部
門
の
資
金
提
供
に

よ
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
間
、
全
米
芸
術
基
金
（
Ｎ
Ｅ
Ａ
）
の
支
出
は
、
一
人
あ
た
り
七
〇
セ
ン
ト
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
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そ
の
う
え
、
ロ
ビ
ン
・
グ
リ
ア
（
Robin
Grier）
と
コ
ー
エ
ン
が
行
っ
た
調
査
で
は
、
芸
術
家
の
数
が
人
口
比
及
び
全
労
働
力
比
で
み

て
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
芸
術
家
の
報
酬
が
全
米
平
均
よ
り
も
早
く
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
長
年
に
わ
た
っ
て
芸
術
家
が
高
度

な
教
育
の
機
会
を
享
受
し
て
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜
論
は
、
芸
術
生
産
の
実
質
的
量
の
増
加
か
あ
る
い
は
減
少
か
の
ど
ち
ら
に
も
転
び
う
る
議
論
で
は

な
い
か
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜
論
者
は
、
芸
術
の
生
産
量
が
増
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜
論
を
信
奉
し
な

い
見
方
を
冷
遇
す
る
と
批
難
す
る
。

そ
も
そ
も
、
豊
か
な
国
々
―
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
―
で
は
、
音
楽
、
視
覚
芸
術
、
文
学
に
最
強
の
高

い
評
価
を
与
え
て
き
て
い
る
し
、
歴
史
を
紐
解
け
ば
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
も
ア
テ
ネ
文
明
も
中
華
文
明
も
、
当
該
地
域
の
相
対
的
経
済
的
覇

者
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
す
る
。
逆
に
、
低
賃
金
諸
国
は
通
常
は
文
化
的
リ
ー
ダ
ー
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
芸
術
が
繁
栄
す
る
こ
と
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、⽛
コ
ス
ト
病
⽜
よ
り
も
、
経
済
的
繁
栄
な
の
で
は
な
い
か
、
と
結
論
づ
け
て

い
る
。

同
年
に
、
出
さ
れ
た
前
出
の
ロ
ビ
ン
・
グ
リ
ア
と
の
共
著
論
文
で
は

（
132
）、

同
様
に
デ
ー
タ
を
駆
使
し
て
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
に
反
論
し
て
い
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
が
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
を
論
ず
る
際
、
芸
術
家
の
職
業
選
択
の
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
反
論
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
等
が
資
金
を
出
さ
な
け
れ
ば
、
芸
術
の
労
働
生
産
性
の
低
さ
か
ら
、
芸
術
は
成
り
立
た
な
く
な
る

だ
ろ
う
と
す
る
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
予
想
に
反
論
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

1
．
さ
ま
ざ
ま
な
諸
要
素
が
コ
ス
ト
病
の
作
動
を
チ
ェ
ッ
ク
し
あ
る
い
は
限
定
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

2
．
芸
術
家
た
ち
は
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
り
、
自
分
達
の
生
産
性
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
し
い
ア
イ
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デ
ア
は
、
芸
術
分
野
で
あ
ろ
う
が
、
工
業
分
野
で
あ
ろ
う
が
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
性
改
善
の
基
本
で
あ
る
。

3
．
芸
術
は
、
コ
ス
ト
病
主
張
者
が
主
張
す
る
よ
う
な
労
働
集
約
型
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

4
．
利
用
可
能
な
統
計
情
報
を
み
る
限
り
、
経
済
成
長
は
芸
術
的
活
動
に
有
益
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
芸
術
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
芸
術
家
の
意
欲
は
減
少
せ
ず
、
お
そ
ら
く
は
市
場
経
済
の
拡

大
に
よ
っ
て
そ
の
意
欲
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

⽛
コ
ス
ト
病
⽜
論
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
舞
台
芸
術
に
お
け
る
⽛
所
得
格
差
⽜
の
重
要
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
コ
ー

エ
ン
の
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
批
判
は
、
こ
れ
に
深
く
切
り
込
ん
で
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
を
引
き
合
い
に
出
し
て
舞
台

芸
術
の
⽛
所
得
不ㅡ

足ㅡ

⽜
を
当
然
視
す
る
議
論
も
あ
る
が
、
コ
ー
エ
ン
の
主
張
も
検
討
し
て
、
こ
れ
が
わ
が
国
に
当
て
は
ま
る
か
否
か
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
展
開
し
た
舞
台
芸
術
に
関
す
る
議
論
と
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
わ
が
国
の
論
者
の
議
論
、

及
び
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
理
論
の
一
部
で
あ
る
⽛
コ
ス
ト
病
⽜
に
反
論
す
る
コ
ー
エ
ン
の
主
張
を
概
観
し
て
き
た
。
さ
て
、
わ
れ

わ
れ
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
が
展
開
し
た
議
論
と
、
そ
れ
に
対
す
る
コ
ー
エ
ン
の
反
論
や
代
替
的
議
論
の
い
ず
れ
を
と
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
ボ
ウ
モ
ル
ら
が
芸
術
の
価
値
を
強
調
し
た
の
と
同
じ
情
熱
で
コ
ー
エ
ン
も

芸
術
の
価
値
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
る
。
つ
ま
り
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
も
コ
ー
エ
ン
も
⽛
芸
術
に
は
そ
れ
自
体
の

価
値
が
あ
る
⽜
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
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で
は
、
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
違
い
は
、
そ
の
⽛
芸
術
の
価
値
⽜
を
ど
の
よ
う
に
実
体
化
し
て
い
く
の
か
を
巡
っ
て
生
じ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
舞
台
芸
術
の
⽛
芸
術
⽜
の
と
ら
え
方
に
も
違
い
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
し
た
違
い
を
意
識
し

た
上
で
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
主
張
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
、
わ
が
国
の
自
治
体
文
化
政
策
論
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
れ
に
わ
が
国
と
、
舞
台
芸
術
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
は
当
然
な
が
ら
異
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

国
々
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
が
舞
台
芸
術
に
多
く
の
援
助
を
行
っ
て
い
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
舞
台
芸
術
の
多
く
が
、
民
間
か
ら
の
寄
付
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
一
九
六
五
年
の
全
米
芸
術
基
金
（
Ｎ

Ｅ
Ａ
）
の
設
立
以
後
も
そ
の
傾
向
は
衰
え
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
Ｎ
Ｅ
Ａ
の
資
金
の
多
く
は
、
州
政
府
な
ど
地
方
政
府
を
通
じ
て
芸

術
団
体
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
ッ
チ
ン
グ
フ
ァ
ン
ド
方
式
を
採
用
し
て
お
り
、
援
助
金
と
同
額
以
上
の
資
金
を
あ
ら
か
じ
め
各
団

体
が
用
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

（
133
）。

つ
ま
り
、
民
間
か
ら
の
寄
付
を
も
ら
え
な
け
れ
ば
政
府
の
補
助
金
は
も
ら
え
な
い
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
。

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
議
論
も
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
状
況
を
前
提
と
し
て
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
を
わ
が
国
の
状
況
に
当
て
は
め
る
場
合
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
芸
術
団
体
に
対
す
る

寄
付
は
、
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
舞
台
芸
術
の
費
用
と
チ
ケ
ッ
ト
販
売
な
ど
の
直
接
的
収
入
と
の

間
に
⽛
所
得
格
差
⽜
が
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
議
論
を
コ
ー
エ
ン
が
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
。

お
そ
ら
く
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
舞
台
芸
術
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
う
し
た
⽛
所
得
格
差
⽜
が
生
ず
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

問
題
は
、
そ
の
差
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
て
い
く
の
か
で
あ
る
。
単
純
に
政
府
援
助
に
期
待
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
当
該
芸
術
を
享
受
す
る

人
々
の
よ
り
多
く
の
負
担
や
寄
付
に
ゆ
だ
ね
る
の
か
、
制
度
設
計
は
難
し
い
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、青
野
智
子
の
議
論
が
示
唆
的
で
あ
る

（
134
）。

青
野
は
、ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
主
張
さ
れ
て
い
る
、チ
ケ
ッ

ト
価
格
を
低
く
維
持
し
、地
域
に
開
か
れ
た
劇
場
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、地
元
か
ら
の
寄
付
・
助
成
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
レ
ト
リ
ッ

ク
に
よ
っ
て
寄
付
・
助
成
を
募
る
と
い
う
方
法
は
、
少
な
く
と
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
⽛
芸
術
⽜
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ

の
文
脈
に
お
い
て
は
、
存
在
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う

（
135
）。

な
ぜ
な
ら
、
交
響
楽
団
や
美
術
館
等
、
当
時
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
⽛
芸

術
⽜
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
ル
の
組
織
運
営
に
お
い
て
は
、⽛
芸
術
⽜
を
理
解
し
享
受
す
る
人
が
少
数
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お

り
、⽛
芸
術
⽜
を
広
く
一
般
の
人
々
に
供
与
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
パ
ト
ロ
ン
に
よ
る
寄
付
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
下
げ
る
こ
と
に
な
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う

（
136
）。

し
か
し
、
寄
付
・
助
成
の
必
要
性
を
主
張
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
当
初
は
、
財
源
を
得
る
た
め

の
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
シ
ア
タ
ー
の
運
営
上
の
方
便
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
劇
場
を
社
会
一
般
に
対
し
て

開
か
れ
た
も
の
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
こ
と
が
公
共
的
な
性
格
を
も
ち
、そ
れ
が
、寄
付
や
助
成
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
、地
元
の
人
々

は
評
価
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

（
137
）。

寄
付
や
助
成
を
地
元
か
ら
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
チ
ケ
ッ
ト
価
格
を
低
く
抑
え
、
そ
れ
に
よ
り

あ
る
種
の
排
他
性
を
有
す
る
⽛
芸
術
⽜
で
も
、
す
べ
て
の
人
々
を
顧
客
と
し
て
獲
得
し
よ
う
と
す
る
⽛
娯
楽
⽜
で
も
な
い
、
一
般
社
会
に

対
し
て
開
か
れ
た
、
公
共
性
を
お
び
た
劇
場
と
し
て
の
地
位
を
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
シ
ア
タ
ー
は
、
地
域
に
お
い
て
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
青
野
は
述
べ
る

（
138
）。

わ
が
国
の
公
立
文
化
ホ
ー
ル
は
、
青
野
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、⽛
芸
術
⽜
と
⽛
娯
楽
⽜
の
両
方
、
あ
る
い
は
⽛
芸
術
⽜
で
も
、⽛
娯
楽
⽜

で
も
な
い
も
の
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
が
論
じ
て
い
る
舞
台
芸
術
、
ま
た
、
欧

米
に
お
け
る
舞
台
芸
術
で
は
、
基
本
的
に
演
目
が
上
演
さ
れ
る
⽛
場
⽜
で
あ
る
舞
台
芸
術
施
設
と
演
目
を
上
演
す
る
⽛
芸
術
家
集
団
⽜
と

が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ー
ン
国
立
歌
劇
場
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
リ
ン
カ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
歌
劇

場
や
エ
イ
ブ
リ
ー
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
ホ
ー
ル
な
ど
代
表
的
な
都
市
の
舞
台
芸
術
施
設
は
、
そ
れ
ぞ
れ
専
属
の
芸
術
家
集
団
が
上
演
す
る
⽛
場
⽜
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と
な
っ
て
い
る

（
139
）。

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
、
あ
る
い
は
、
コ
ー
エ
ン
の
議
論
を
参
考
に
し
て
わ
が
国
の
自
治
体
文
化
政
策
を
論
じ

る
に
は
、
こ
の
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
舞
台
芸
術
施
設
と
そ
こ
で
演
目
を
上
演
す
る
芸
術
家
集
団
が
合

体
し
て
い
る
事
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し
か
も
、わ
が
国
で
舞
台
芸
術
施
設
と
芸
術
家
集
団
が
合
体
し
て
い
る
ケ
ー
ス
を
み
る
と
、

歌
舞
伎
座
、
宝
塚
劇
場
、
四
季
劇
場
、
な
ど
民
設
民
営
で
興
行
を
行
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
舞
台
施
設
と
芸
術
家
集
団
と
の
合

体
形
式
は
、王
立
歌
劇
場
、国
立
歌
劇
場
な
ど
と
呼
ば
れ
る
官
設
官
営
型
の
舞
台
施
設
が
メ
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、わ
が
国
と
は
様
相
が
異
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
公
立
文
化
ホ
ー
ル
の
ほ
と
ん
ど
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
芸
術
家
集
団
を
レ
ジ
デ
ン
ト
と
し
て
持
た
な
い
。
こ
れ
は
、

公
立
文
化
ホ
ー
ル
が
公
会
堂
か
ら
発
展
し
て
き
た
歴
史
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
自
治
体
の
舞
台
芸
術
政
策

は
、
も
っ
ぱ
ら
芸
術
が
上
演
さ
れ
る
⽛
場
⽜
で
あ
る
舞
台
芸
術
施
設
の
整
備
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。⽛
劇
場
法
⽜
は
、
こ
の
仕
組
み
に

く
さ
び
を
打
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

（
140
）。

公
立
文
化
ホ
ー
ル
事
業
に
収
斂
し
て
き
た
と
言
え
る
わ
が
国
自
治
体
の
舞
台
芸
術
政
策
が
も
た
ら
し
た
最
大
の
効
果
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア

団
体
の
隆
盛
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
自
治
体
政
府
の
活
動
が
舞
台
芸
術
施
設
と
い
う
⽛
場
⽜
の
設
置
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
利

用
は
、
欧
米
の
よ
う
な
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
芸
術
家
集
団
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
各
種
の
ア
マ
チ
ュ
ア
団
体
が
そ
の
⽛
場
⽜
を

活
用
し
て
上
演
す
る
機
会
を
多
く
与
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
比
較
的
大
規
模
な
団
体
の
多
い
ア
マ
チ
ュ
ア
管
弦
楽
団
が
わ
が
国
に
は
数

多
く
存
在
す
る

（
141
）。

大
人
数
で
な
け
れ
ば
演
目
が
成
立
し
な
い
交
響
曲
な
ど
を
ア
マ
チ
ュ
ア
が
鑑
賞
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
演
奏
す
る

こ
と
が
で
き
る
機
会
を
、
公
立
文
化
ホ
ー
ル
は
与
え
て
き
た
と
言
え
る
。

カ
ラ
オ
ケ
が
わ
が
国
を
発
祥
の
地
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
仲
間
が
集
ま
っ

て
演
芸
を
披
露
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
芸
術
家
集
団
の
舞
台
芸
術
は
、
素
人
演
芸
家
の
あ
こ
が
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れ
で
は
あ
る
が
、
日
常
の
楽
し
み
と
ま
で
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
多
く
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
芸
術
家
集
団
は
、
一

つ
と
こ
ろ
に
留
ま
ら
ず
、
全
国
を
股
に
か
け
て
興
行
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
糧
を
得
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
伝
統
に
照
ら
し
て

み
る
な
ら
ば
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
る
公
立
文
化
ホ
ー
ル
は
、⽛
ハ
コ
モ
ノ
⽜
で
あ
る
が
ゆ
え
に
存
在
価
値
を
持
っ

て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⽛
劇
場
法
⽜
が
目
指
す
理
想
の
劇
場
は
、
欧
米
型
の
舞
台
芸
術
施
設
と
そ
こ
で
上
演
を
行
う
芸
術
家
集
団
と
の
一
体
化
に
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
⽛
劇
場
法
⽜
の
方
針
は
、
右
記
の
よ
う
な
わ
が
国
の
実
情
や
市
民
感
情
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。

ア
マ
チ
ュ
ア
の
楽
し
み
を
奪
う
こ
と
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
あ
る
⽛
劇
場
法
⽜
の
理
念
が
多
く
の
自
治
体
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

氏
原
茂
将
は
、
平
田
オ
リ
ザ
ら
の
公
立
文
化
ホ
ー
ル
を
⽛
芸
術
創
造
の
場
⽜
と
す
る
⽛
劇
場
法
⽜
的
発
想
と
は
異
な
る
公
立
文
化
ホ
ー

ル
の
理
念
と
し
て
、
森
啓
の
⽛
市
民
文
化
の
創
造
拠
点
⽜
を
挙
げ
て
い
る

（
142
）。

そ
し
て
、
こ
の
両
者
と
も
⽛
発
表
会
の
場
⽜
と
し
て
の
公
立

文
化
ホ
ー
ル
の
実
態
を
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
態
を
足
場
と
し
高
め
よ
う
と
す
る
⽛
市
民
文
化
の
創
造
拠
点
⽜
の
ほ
う
が

見
通
し
の
あ
る
ビ
ジ
ョ
ン
と
言
え
そ
う
で
あ
る
と
述
べ
る

（
143
）。

わ
が
国
の
舞
台
芸
術
文
化
の
振
興
を
目
指
す
に
は
、
欧
米
の
理
論
を
学
ぶ
こ
と
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、
ま

た
、
そ
の
理
論
が
導
き
出
さ
れ
て
き
た
前
提
を
見
誤
る
こ
と
な
く
、
国
産
の
理
論
を
開
拓
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
わ
が
国
の
芸
術
文
化
政
策
論
な
い
し
自
治
体
文
化
政
策
論
の
論
者
に
は
、
欧
米
型
の
舞
台
芸
術
を
理
想
型
と
し
て
そ
れ
を
紹
介

す
る
こ
と
に
熱
心
な
人
々
が
お
り
、
一
定
の
効
果
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
実
態
を
急
激
に
欧
米
の
実
態
と
い
う

理
想
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
も
、
無
理
が
生
じ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
欧
米
の
実
態
が
わ
が
国
に
適
し
た
実
態
な
の
か
も
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
原
茂
将
は
、⽛
理
想
を
語
る
前
に
、
発
表
会
文
化
に
改
め
て
目
を
向
け
る
⽜
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る

（
144
）。
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そ
う
し
た
視
点
に
立
っ
た
理
論
開
拓
が
、
わ
が
国
の
自
治
体
文
化
政
策
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

註（
1
）
酒
井
智
美
⽛
自
治
体
文
化
政
策
へ
の
国
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
⽝
劇
場
法
⽞
制
定
の
影
響
を
中
心
に
―
⽜（⽝
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
⽞
第
五
一
巻
第
一

号
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

ま
た
、
右
記
論
文
脱
稿
後
に
発
行
さ
れ
た
、
公
益
社
団
法
人
全
国
公
立
文
化
施
設
協
会
の
調
査
研
究
報
告
書
⽝
平
成
26
年
度

劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
動

状
況
に
関
す
る
調
査
研
究
⽞（
二
〇
一
五
年
三
月
）
で
も
、
こ
の
傾
向
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
研
究
は
、
右
記
論
文
が
自
治
体
の
条
例
や
芸
術
文
化

に
関
す
る
指
針
・
計
画
等
に
つ
い
て
調
査
し
た
の
と
は
異
な
り
、
国
の
施
設
・
都
道
府
県
の
施
設
・
市
区
町
村
等
の
施
設
・
民
間
施
設
を
調
査
対
象
と
し
、

公
立
文
化
施
設
二
一
九
五
施
設
及
び
主
要
な
民
間
施
設
二
〇
六
施
設
に
調
査
票
を
送
付
し
、
公
立
文
化
施
設
一
三
三
四
施
設
（
う
ち
、
固
定
座
席
数
一
〇
〇

席
以
上
の
ホ
ー
ル
を
有
す
る
施
設
一
一
四
一
施
設
）
及
び
民
間
施
設
五
一
施
設
か
ら
回
答
を
得
た
も
の
で
あ
る
（
同
三
頁
。）。
調
査
は
、
各
施
設
の
運
営
方

針
の
策
定
状
況
及
び
、⽛
劇
場
法
⽜
制
定
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
運
営
方
針
を
⽛
劇
場
法
等
の
制
定
以
前
か
ら
策
定
し
て
い
た
が
、

同
法
に
合
わ
せ
て
改
訂
し
た
⽜
と
す
る
施
設
は
七
・
二
％
、⽛
劇
場
法
等
の
制
定
を
契
機
に
策
定
し
た
⽜
と
す
る
施
設
は
四
・
四
％
、
合
わ
せ
て
一
一
・
六
％

に
止
ま
る
と
い
う
。
設
置
主
体
別
で
は
⽛
国
⽜
が
、⽛
劇
場
法
等
の
制
定
以
前
か
ら
策
定
し
て
い
た
が
、
同
法
に
合
わ
せ
て
改
訂
し
た
⽜
が
五
〇
％
で
、⽛
劇

場
法
⽜
へ
の
意
識
が
高
い
と
し
て
い
る
（
同
右
、
一
一
頁
）。
逆
に
言
え
ば
、
自
治
体
や
民
間
で
は
、⽛
劇
場
法
⽜
の
影
響
が
小
さ
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

⽛
劇
場
法
等
の
制
定
以
前
か
ら
策
定
し
て
い
る
⽜
施
設
で
、⽛
劇
場
法
⽜
を
踏
ま
え
て
の
改
訂
の
⽛
予
定
が
あ
る
⽜
施
設
は
四
・
〇
％
だ
と
い
う
（
同
右
）。

（
2
）
酒
井
智
美
、
前
掲
参
照
。

（
3
）
な
お
、
本
稿
は
、
筆
者
が
北
海
学
園
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
⽝
公
立
文
化
ホ
ー
ル
政
策
の
展
開
―
住
民
主
体
の
自
治
体
政
策
を
目
指
し
て
―
⽞

（
北
海
学
園
大
学
博
（
法
）
甲
第
六
号
）
の
中
の
一
部
を
改
訂
し
つ
つ
拡
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
部
重
複
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

お
断
り
し
て
お
く
。

（
4
）
W
iiliam
J.Baum
oland
W
illiam
G.Bow
en,Perform
ing
A
rts─
T
he
E
conom
ic
D
ilem
m
a:A
Study
ofProblem
scom
m
on
to
T
heater,

O
pera,M
usicand
D
ance,T
heT
w
entieth
Century
Fund,N
ew
Y
ork,1966.邦
訳
は
、
池
上
惇
・
渡
辺
守
章
監
訳
⽝
舞
台
芸
術

芸
術
と
経
済
の
ジ

レ
ン
マ
⽞（
芸
団
協
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）。
な
お
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
を
引
用
し
て
い
る
日
本
の
研
究
論
文
等
の
多
く
は
、
原
著
の
出
版
元

を
M
IT
Pressと
し
て
い
る
。
M
IT
Pressは
、
一
九
六
八
年
に
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
を
出
版
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
原
著
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
は
、
当
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初
T
he
T
w
entieth
Century
Fundか
ら
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
、
議
会
図
書
館
カ
タ
ロ
グ
か
ら
う
か
が
え
る
。
本
稿
で
利
用
し
た
の
は
、
一
九
七
八
年
に

K
RA
U
S
REPRIN
T
CO
.(M
ilw
ood,N
.Y
.)
が
再
印
刷
し
た
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
で
あ
る
。
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
で
は
、
一
九
六
八
年
の
T
he
T
w
entieth

Century
Fund評
議
員
会
名
簿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
何
人
か
の
メ
ン
バ
ー
は
、
初
版
本
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
右
記
邦
訳
は
、
M
IT
Pressの

ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
を
使
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
邦
訳
の
奥
付
は
、
一
九
九
四
年
二
月
二
八
日
第
一
刷
発
行
と
な
っ
て
い
る
が
、
英
文
表
記
で
は
、

⽛
T
his
book
is
published
in
Japan
by
Geidankyo
Publications
T
okyo
in
1993⽜
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
）
た
と
え
ば
、
後
藤
和
子
⽝
芸
術
文
化
の
公
共
政
策
⽞（
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
〇
三
頁
）
で
は
、⽛
ボ
ウ
モ
ル
・
ボ
ウ
エ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
論
点
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
Ｎ
Ｅ
Ａ
（
全
米
芸
術
基
金
）
の
創
設
に
寄
与
し
⽜
と
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
川
又
啓
子
⽛
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
取

り
巻
く
諸
問
題
に
関
す
る
一
考
察
⽜（⽝
京
都
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
⽞
第
2
号
（
京
都
産
業
大
学
）、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
三
頁
）
は
、⽛
こ
の
Baum
olと

Bow
enの
研
究
は
、
公
的
支
援
に
対
す
る
世
論
を
喚
起
す
る
役
割
を
果
た
し
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
は
全
米
芸
術
基
金
が
設
立
さ
れ
る
に
至
る
。⽜
と
記
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
伊
藤
裕
夫
⽛
序
章

ア
ー
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
学
ぶ
こ
と
と
は
⽜（⽝
ア
ー
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
概
論

三
訂
版
⽞
水
曜
社
、
二
〇

〇
九
年
、
一
四
頁
）
で
は
、⽛
ア
メ
リ
カ
で
の
ア
ー
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
教
育
の
始
ま
り
の
最
大
の
要
因
は
、
60
年
代
半
ば
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
（
米
国
芸
術
基
金
）
の

創
設
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
は
、
公
的
な
芸
術
支
援
制
度
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
公
的
な
支
援
が
な
い
な
ら
ば
近
い
将
来
芸
術
は
滅
ぶ
で
あ
ろ

う
と
い
う
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
研
究
成
果
（⽝
舞
台
芸
術

芸
術
と
経
済
の
ジ
レ
ン
マ
⽞
と
い
う
訳
で
翻
訳
が
日
本
芸
能
実
演
家
団
体
協
議
会
か
ら
発
行

さ
れ
て
い
る
）
が
発
表
さ
れ
、
世
論
も
高
ま
る
中
で
、
公
的
な
芸
術
基
金
が
制
度
化
さ
れ
る
に
至
る
。⽜
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
文
で
も
記
し
た
よ
う
に
、

ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
自
体
に
、
す
で
に
州
政
府
の
資
金
援
助
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
Edited
by
M
ark
Bauerlein
w
ith
Ellen
Grantham
,N
ationalE
endow
m
entfor
the
A
rts:A
H
istory
1965-2008,

N
ationalEndow
m
entfortheA
rts,W
ashington,2009,ChapterI.、
及
び
、
片
山
泰
輔
⽝
ア
メ
リ
カ
の
芸
術
文
化
政
策
⽞〔
ア
メ
リ
カ
の
財
政
と
福
祉

国
家

第
8
巻
〕（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
）
第
三
章
、
な
ど
を
参
照
。

（
7
）
Baum
oland
Bow
en,op.cit.,p.7,and
p.351.邦
訳
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
頁
、
四
六
三
頁
。

（
8
）
後
藤
和
子
⽝
芸
術
文
化
の
公
共
政
策
⽞、
前
掲
。

（
9
）
同
右
、
ⅰ
～
ⅱ
頁
。

（
10
）
同
右
、
五
八
頁
、
及
び
、
一
〇
二
頁
。

（
11
）
同
右
、
一
〇
三
頁
。
全
米
芸
術
基
金
（
Ｎ
Ｅ
Ａ
）
の
創
設
が
一
九
六
五
年
で
あ
り
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
出
版
の
前
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
た
。
註
（
5
）
及
び
（
6
）
参
照
。
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（
12
）
後
藤
和
子
編
⽝
文
化
政
策
学
：
法
・
経
済
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
⽞（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
13
）
後
藤
和
子
⽛
第
2
章

文
化
政
策
の
理
論
的
基
礎
⽜（
後
藤
和
子
編
、
同
右
、
五
三
頁
以
下
）。

（
14
）
同
右
、
五
三
頁
。

（
15
）
同
右
、
五
四
頁
。

（
16
）
中
川
幾
郎
⽝
分
権
時
代
の
自
治
体
文
化
政
策

ハ
コ
モ
ノ
づ
く
り
か
ら
総
合
政
策
評
価
に
向
け
て
⽞（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）。
な
お
、
こ
の
中
川
の

著
書
で
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
の
邦
訳
を
⽛
一
九
九
二
年
⽜
と
表
記
し
て
い
る
が
、⽛
一
九
九
四
年
⽜
の
単
純
な
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
同
右
、
一
〇
四
頁
。

（
18
）
同
右
、
一
〇
七
頁
。

（
19
）
同
右
。

（
20
）
同
右
。

（
21
）
同
右
、
一
〇
八
頁
。

（
22
）
同
右
。

（
23
）
同
右
、
一
〇
九
頁
。

（
24
）
同
右
。

（
25
）
根
木
昭
⽝
日
本
の
文
化
政
策
―
⽛
文
化
政
策
学
⽜
の
構
築
に
向
け
て
―
⽞（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
26
）
同
右
、
四
頁
。

（
27
）
同
右
、
一
四
七
―
八
頁
。

（
28
）
同
右
、
一
五
〇
頁
。

（
29
）
同
右
、
一
五
〇
頁
。

（
30
）
同
右
。

（
31
）
同
右
。

（
32
）
根
木
昭
⽝
文
化
政
策
学
入
門
⽞（
水
曜
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
33
）
同
右
、
一
六
頁
。

（
34
）
同
右
。
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（
35
）
片
山
泰
輔
⽝
ア
メ
リ
カ
の
芸
術
文
化
政
策
⽞、
前
掲
。

（
36
）
同
右
、
七
九
頁
。

（
37
）
同
右
、
七
九
―
八
〇
頁
。

（
38
）
同
右
、
九
〇
頁
。

（
39
）
同
右
。

（
40
）
伊
藤
裕
夫
⽛
序
章

ア
ー
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
学
ぶ
こ
と
と
は
⽜（
小
林
真
理
・
片
山
泰
輔
監
修
⽝
ア
ー
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
概
論

三
訂
版
⽞、
水
曜

社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
41
）
同
右
、
一
四
頁
。

（
42
）
同
右
。

（
43
）
W
iiliam
J.Baum
oland
W
illiam
G.Bow
en,op.cit.,pp.369-386.、
池
上
惇
・
渡
辺
守
章
監
訳
⽝
舞
台
芸
術

芸
術
と
経
済
の
ジ
レ
ン
マ
⽞、
前
掲
、
四

八
三
―
五
〇
一
頁
（
以
下
、
原
著
の
頁
に
つ
い
て
は
、
算
用
数
字
、
邦
訳
の
頁
は
漢
数
字
で
示
す
こ
と
と
す
る
。）。
ま
た
、
訳
文
は
基
本
的
に
は
邦
訳
書
に

従
っ
た
が
、
原
著
を
参
照
し
、
邦
訳
書
と
異
な
る
訳
文
と
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
訳
文
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
場
合
に
は
各
註
に
⽛
※
⽜
を
付
す
。

（
44
）
同
右
、
p.369.、
四
八
三
頁
。

（
45
）
同
右
。

（
46
）
同
右
、
p.369.、
四
八
三
―
四
頁
。

（
47
）
同
右
、
p.370.、
四
八
四
頁
。

（
48
）
同
右
。

（
49
）
同
右
。

（
50
）
同
右
。

（
51
）
同
右
。

（
52
）
同
右
、
p.371.、
四
八
五
頁
。

（
53
）
同
右
。

（
54
）
同
右
。

（
55
）
同
右
、
p.371.、
四
八
五
―
六
頁
。
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（
56
）
同
右
、
p.372.、
四
八
六
頁
。

（
57
）
同
右
。

（
58
）
同
右
、
p.373.、
四
八
八
頁
。

（
59
）
同
右
、
p.374.、
四
八
八
頁
。

（
60
）
同
右
、
p.375.、
四
八
九
頁
。

（
61
）
同
右
。

（
62
）
同
右
、
p.376.、
四
九
〇
頁
。

（
63
）
同
右
、
p.378.、
四
九
二
頁
。

（
64
）
同
右
、
p.379.、
四
九
三
頁
。

（
65
）
同
右
。
※

（
66
）
同
右
。

（
67
）
同
右
、
pp.379-380.、
四
九
三
頁
。

（
68
）
同
右
、
p.380.、
四
九
四
頁
。

（
69
）
同
右
。

（
70
）
同
右
。

（
71
）
同
右
、
p.381.、
四
九
五
頁
。

（
72
）
同
右
、
p.382.、
四
九
五
頁
。

（
73
）
同
右
、
p.382.、
四
九
六
頁
。

（
74
）
同
右
。

（
75
）
同
右
。

（
76
）
同
右
。

（
77
）
同
右
、
p.382.以
下
、
四
九
六
頁
以
下
。

（
78
）
同
右
、
p.382.、
四
九
六
頁
。

（
79
）
同
右
、
p.383.、
四
九
七
頁
。
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（
80
）
同
右
、
p.384.、
四
九
八
頁
。

（
81
）
同
右
。

（
82
）
同
右
、
pp.384-5.、
四
九
八
頁
。

（
83
）
同
右
、
p.385.、
四
九
九
頁
。

（
84
）
同
右
。

（
85
）
同
右
。

（
86
）
同
右
。
※

（
87
）
同
右
、
p.386.、
四
九
九
頁
。

（
88
）
同
右
。
※

（
89
）
同
右
。
※

（
90
）
同
右
、
p.403.、
五
一
九
頁
。

（
91
）
同
右
。

（
92
）
同
右
。

（
93
）
同
右
、
五
三
二
頁
。

（
94
）
後
藤
和
子
⽝
文
化
と
都
市
の
公
共
政
策
―
創
造
的
産
業
と
新
し
い
都
市
政
策
の
構
想
⽞（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）、
五
一
頁
。

（
95
）
前
節
で
触
れ
た
論
者
や
、
前
註
の
後
藤
和
子
の
他
、
例
え
ば
、
池
上
惇
⽝
文
化
と
固
有
価
値
の
経
済
学
⽞（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
六
―
八
頁
、

石
井
明
⽛
公
共
ホ
ー
ル
運
営
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
―
自
主
事
業
の
役
割
と
そ
の
評
価
―
⽜（
中
矢
一
義
監
修
⽝
公
共
ホ
ー
ル
の
政
策
評
価
―
⽛
指
定

管
理
者
制
度
⽜
時
代
に
向
け
て
⽞（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
））、
三
六
頁
、
根
木
昭
⽝
文
化
政
策
学
入
門
⽞（
水
曜
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
六

頁
、
な
ど
を
参
照
。

（
96
）
中
川
幾
郎
⽝
分
権
時
代
の
自
治
体
文
化
政
策
―
ハ
コ
モ
ノ
づ
く
り
か
ら
総
合
政
策
評
価
に
向
け
て
⽞、
前
掲
、
一
〇
七
頁
。

（
97
）
後
藤
和
子
、
前
掲
、
ⅲ
頁
。

（
98
）
中
川
幾
郎
、
前
掲
、
一
〇
七
頁
。

（
99
）
Baum
oland
Bow
en,op.cit.,pp.372-3.、
邦
訳
、
前
掲
、
四
八
六
―
七
頁
。

（
100
）
同
右
、
pp.372-3.、
四
八
六
―
七
頁
。
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（
101
）
同
右
、
p.375.、
四
八
九
頁
。

（
102
）
同
右
、
p.376.、
四
九
〇
頁
。

（
103
）
同
右
。

（
104
）
同
右
。

（
105
）
根
木
昭
⽝
日
本
の
文
化
政
策
―
⽛
文
化
政
策
学
⽜
の
構
築
に
向
け
て
―
⽞、
前
掲
、
一
四
七
―
八
頁
。

（
106
）
Baum
oland
Bow
en,op.cit.,p.11.、
邦
訳
、
前
掲
、
一
一
頁
。
※

（
107
）
同
右
、
p.153.、
二
〇
二
頁

（
108
）
根
木
昭
⽝
日
本
の
文
化
政
策
―
⽛
文
化
政
策
学
⽜
の
構
築
に
向
け
て
―
⽞、
前
掲
、
一
五
〇
頁
。

（
109
）
Baum
oland
Bow
en,op.cit.,p.16.、
邦
訳
、
前
掲
、
一
六
頁
。

（
110
）
同
右
、
p.375.、
四
八
九
頁
。

（
111
）
同
右
、
p.382.、
四
九
六
頁
。

（
112
）
同
右
、
p.483.、
五
一
九
頁
。

（
113
）
同
右
、
p.370.、
四
八
四
頁
。

（
114
）
た
と
え
ば
、
後
藤
和
子
は
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
を
紹
介
す
る
際
に
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

⽛
第
一
の
根
拠
は
、
舞
台
芸
術
団
体
の
赤
字
の
必
然
性
で
あ
る
。
彼
ら
〔
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
：
引
用
者
註
〕
は
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の

歴
史
あ
る
劇
場
の
帳
簿
を
1
0
0
以
上
遡
っ
て
調
べ
、
赤
字
額
が
年
々
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
赤
字
の
理
由
は
、
舞
台
芸
術

が
技
術
革
新
に
よ
っ
て
生
産
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
で
あ
る
と
分
析
す
る
。
た
と
え
ば
、
45
分
か
か
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
曲
を
15
分
に
短
縮

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
1
回
の
演
奏
当
た
り
の
観
客
数
を
増
や
す
こ
と
も
、
演
奏
の
質
を
考
え
れ
ば
限
度
が
あ
る
。
ま
た
、
舞
台
芸
術
は
労
働

集
約
的
な
産
業
で
あ
る
た
め
、
経
費
の
中
に
占
め
る
人
件
費
の
割
合
も
大
き
い
。
舞
台
芸
術
以
外
の
産
業
が
技
術
革
新
に
よ
っ
て
生
産
性
を
上
げ
、

賃
金
が
上
昇
す
れ
ば
そ
の
影
響
は
舞
台
芸
術
に
も
及
ぶ
。
生
産
性
の
向
上
に
よ
る
収
入
増
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
経
費
が
増
加
し
て
い
け
ば
、

舞
台
芸
術
は
年
々
所
得
不
足
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

舞
台
芸
術
団
体
に
お
け
る
所
得
不
足
は
、
芸
術
団
体
の
経
営
の
ま
ず
さ
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
産
業
の
特
性
に
よ
る
必
然
的
な
も
の
で

あ
る
た
め
、
公
的
支
援
を
検
討
す
る
対
象
と
な
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
所
得
不
足
は
、
実
演
芸
術
に
限
ら
ず
、
他
の
対
人
直
接
サ
ー
ビ
ス
領
域
に
お

い
て
も
広
く
起
こ
り
う
る
現
象
で
あ
り
⽝
ボ
ウ
モ
ル
の
コ
ス
ト
病
⽞
と
し
て
、
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。⽜（
後
藤
和
子
⽝
文
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化
政
策
学
：
法
・
経
済
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
⽞、
前
掲
、
五
四
頁
。）

後
藤
は
⽛
舞
台
芸
術
団
体
の
赤
字
の
必
然
性
⽜
と
書
い
て
い
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
ボ
ウ
モ
ル
と
ボ
ウ
エ
ン
の
著
書
で
は
、⽛
赤
字
⽜（
deficit）
と
い
う

言
葉
は
⽛
ど
こ
か
具
合
の
悪
か
っ
た
こ
と
を
意
味
⽜
す
る
と
し
て
、
こ
の
意
味
で
は
慎
重
に
避
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、⽛
舞
台
芸
術
団
体
の
所
得
不
足
の

必
然
性
⽜
と
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
Baum
oland
Bow
en,op.cit.,p.147.、
邦
訳
、
前
掲
、
一
九
六
頁
参
照
。
た
だ
し
、⽛
所
得
不
足
⽜
と
い
う
訳

語
も
や
や
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
原
語
は
⽛
incom
egap⽜
で
あ
り
、
む
し
ろ
⽛
所
得
格
差
⽜
あ
る
い
は
⽛
収
支
差
⽜
と
し
た
ほ
う

が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

（
115
）
Baum
oland
Bow
en,op.cit.,p.171.、
邦
訳
、
前
掲
、
二
二
二
頁
。

（
116
）
同
右
、
p.164.、
二
一
五
頁
。
※
。
た
だ
し
、
pp.167-8.、
二
一
八
頁
で
は
、
ハ
イ
ド
ン
の
三
重
奏
曲
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

（
117
）
同
右
、
p.168.、
二
一
九
頁
。

（
118
）
同
右
、
pp.168-9.、
二
一
九
頁
。

（
119
）
同
右
、
p.169.、
二
一
九
―
二
〇
頁
。

（
120
）
同
右
、
p.170.、
二
二
〇
頁
。

（
121
）
T
yler
Cow
en,Creative
D
estruction:H
ow
G
lobalization
IsChanging
the
W
orld̓
sCultures,Princeton
U
niversity
Press,2002.田
中
秀

臣
監
訳
・
解
説
、
浜
野
志
保
訳
⽝
創
造
的
破
壊
―
グ
ロ
ー
バ
ル
文
化
経
済
学
と
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
⽞（
作
品
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
122
）
T
ylerCow
en,G
ood
and
Plenty:T
heCreativeSuccessesofA
m
erican
A
rtsFunding,Princeton
U
niversity
Press,2006.石
垣
尚
志
訳⽝
ア

メ
リ
カ
は
ア
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て
き
た
か
―
芸
術
文
化
支
援
の
創
造
的
成
功
―
⽞（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
）。

（
123
）
T
ylerCow
en,G
ood
&
Plenty,op.cit.,pp.1-2.邦
訳
、
前
掲
、
一
―
二
頁
。
な
お
、⽝
朝
日
新
聞
⽞
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
三
日
に
掲
載
さ
れ
た
紹
介

で
、
渡
辺
靖
は
、
本
書
は
、
芸
術
愛
好
家
と
経
済
的
価
値
の
両
者
を
和
解
さ
せ
る
試
み
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

（
124
）
T
yler
Cow
en,“W
hy
ID
o
N
otBelieve
in
the
Cost-D
isease,”JournalofCulturalE
conom
ics20:207-214.,1996.

（
125
）
ibid.,p.207.

（
126
）
ibid.,pp.208-9.

（
127
）
ibid.

（
128
）
ibid.,pp.209-11.

（
129
）
ibid.,pp.11-2.
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（
130
）
Baum
oland
Bow
en,op.cit.,Chapter
8.

（
131
）
こ
の
部
分
で
は
、
コ
ー
エ
ン
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ボ
ル
ト
ン
の
業
績
を
引
用
し
て
い
る
。
Richard
Bolton
(Editor),CultureW
ars:D
ocum
entsfrom

the
R
ecentControversiesin
the
A
rts,N
ew
Press,1992,p.266.

（
132
）
T
yler
Cow
en
and
Robin
Grier,“D
o
artists
Suffer
from
a
Cost-D
isease?,”R
ationality
and
Society
8(1),1996,pp.5-24.

（
133
）
全
米
芸
術
基
金
に
つ
い
て
は
、
片
山
泰
輔
、
前
掲
書
な
ど
を
参
照
。

（
134
）
青
野
智
子
⽛⽝
芸
術
⽞
で
も
⽝
娯
楽
⽞
で
も
な
く
―
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
シ
ア
タ
ー
の
公
共
性
―
⽜（⽝
演
劇
映
像
学
2
0
0
8
⽞

第
一
集
、
二
〇
〇
九
年
、
三
九
五
―
四
四
〇
頁
）。

（
135
）
同
右
、
四
三
三
頁
。

（
136
）
同
右
。

（
137
）
同
右
、
四
四
四
頁
。

（
138
）
同
右
。

（
139
）
大
木
裕
子
⽝
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
経
営
学
⽞（
東
洋
経
済
、
二
〇
〇
八
年
）、
二
〇
頁
。

（
140
）
氏
原
茂
将
は
、⽛
劇
場
法
⽜
の
制
定
に
力
を
注
い
だ
平
田
オ
リ
ザ
は
、
劇
場
に
専
門
人
材
の
配
置
を
行
っ
た
の
ち
、
専
属
劇
団
を
設
置
す
る
こ
と
を
視
野
に

入
れ
、
助
成
金
の
交
付
に
よ
っ
て
劇
場
と
劇
団
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
る
こ
と
を
企
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。
氏
原
茂
将
⽛
発
表
会
が
照
ら

す
公
共
ホ
ー
ル
の
役
割
⽜（
宮
入
恭
平
編
著
⽝
発
表
会
文
化
論
―
ア
マ
チ
ュ
ア
の
表
現
活
動
を
問
う
⽞、
青
弓
社
、
二
〇
一
五
年
）、
一
二
一
頁
。
ま
た
、
平

田
オ
リ
ザ
の
議
論
と
そ
の
反
響
に
つ
い
て
は
、
酒
井
智
美
⽛
自
治
体
文
化
政
策
へ
の
国
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
⽝
劇
場
法
⽞
制
定
の
影
響
を
中
心
に
―
⽜、

前
掲
、
四
八
―
五
六
頁
、
参
照
。

（
141
）
例
え
ば
、
大
木
裕
子
⽝
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
経
営
学
⽞、
前
掲
、
一
五
頁
、
参
照
。

（
142
）
氏
原
茂
将
⽛
発
表
会
が
照
ら
す
公
共
ホ
ー
ル
の
役
割
⽜、
前
掲
、
一
二
八
―
一
三
三
頁
、
参
照
。

（
143
）
同
右
、
一
三
〇
頁
。

（
144
）
同
右
、
一
三
三
頁
。
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Acceptability of American Art and
Cultural Policy Theories to Japan

―Do These Theories Facilitate a Problem Solving of
Japanese Municipalitiesʼ Situation?

Tomomi SAKAI

This paper will focus on the theory of art and cultural policy in
Japanese municipalities. In this paper, it is reviewed how W. Baumol and
W. Bowenʼs argument has been introduced in the field of art and cultural
administration or a local government culture policy theory in Japan.

At first, focuses will be on the pertinency of some Japanese scholarʼs
explication on the Baumol and Bowen. Japanese scholars have had some
misunderstandings about Baumol and Bowenʼs argument. First, for
instances, some of them introduced that Baumol and Bowenʼs
Performing Arts - The Economic Dilemma would lead a foundation of
NEA (National Endowment for the Arts). As we know, the foundation of
NEA happened in 1965, but the Baumol and Bowenʼs notable book was
published in 1966.

Second, some of Japanese scholars argued that Baumol and Bowen
strongly advocated the government subsidies to the art organizations.
Baumol and Bowen, however, modestly indicated the demand of
government subsidies. They recognized the importance of the private
sectorsʼ donation.

In addition to the introduction of Baumol and Bowen, this paper
brings on the Tyler Cowenʼs art and culture policy argument, which is an
alternative viewpoint different from Baumol and Bowen. The Cowenʼs
main counterargument against the ʠcost-diseaseʡ which Baumol says
especially arises in the performing arts will be introduced. Dominant
Japanese scholars of the field of art and cultural administration or local
government art and cultural policy theory have rarely referred to the
Tyler Cowenʼs arguments against Baumol and Bowenʼs ʠcost-disease.ʡ

In addition to these, the differences between western theaters and
Japanese theaters are mentioned. Different from western theaters
where stages have been limited to professional use, Japanese stages
traditionally have been open to the use of amateur performers. Because
of this situation of art and cultural tradition in Japan, would not meet
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directly to the municipal governmentsʼ arts and cultureʼs plans further.
The emphasis puts on the needs of our own theories on the art and
cultural policy in Japan.
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