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美
術
館
と
学
校
の
連
携
に
つ
い
て
は、

全
国
の
館
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
沿
っ
て

工
夫
を
こ
ら
し
て
お
り、

展
示
室
で
の
グ
ル
ー
プ
鑑
賞
か
ら、

出
前
授
業、

中
学
生
に
よ
る

展
覧
会
作
り
に
い
た
る
ま
で、

近
年
様
々
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る。

本
稿
で
は、

千
葉
市

美
術
館
と
市
内
の
中
学
校
が
共
同
で
取
り
組
ん
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
教
室
か
ら
ア
ク

セ
ス
で
き
る
所
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
画
像
付
き
所
蔵
品
検
索
シ
ス
テ
ム
）
の
活
用
例
を
報
告

し
た
い
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
す
る
作
品
紹
介
ツ
ー
ル
は、

全
国
で
そ
の

公
開
と
活
用
が
進
め
ら
れ
て
き
た。

複
数
館
を
横
断
し
て
の
検
索
シ
ス
テ
ム
や、

共
通
の
フ

ォ
ー
マ
ッ
ト
を
作
り
出
そ
う
と
い
う
試
み
も
見
ら
れ、
一

般
利
用
者
か
ら
研
究
者
に
い
た
る

ま
で
幅
広
い
層
の
利
益
と
な
る
情
報
の
共
有
化
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る（
註
1
)。

こ
う

い
っ
た
動
き
の
背
景
に
は、

業
務
の
効
率
化
だ
け
で
な
く、

美
術
館
・

博
物
館
の
収
蔵
品
に

関
す
る
デ
ー
タ
を、

管
理
し
て
い
る
個
々
の
学
芸
員
だ
け
が
分
か
れ
ば
良
い
(

11

担
当
者
が

居
な
い
と
何
も
分
か
ら
な
い
）
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
状
況
か
ら
館
全
体
の
業
務
の
中
に
組
織

的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
よ
う
に
変
わ
り、

ひ
い
て
は
広
く
財
産
と
し
て
共
有
化
し、

研

究
や
教
育
の
た
め
に
公
開
・

活
用
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
意
識
の
変
化
が
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う。

効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
は、

主
に
美
術
館
・

博
物
館
の
情
報

管
理
活
動
の
分
野
で
盛
ん
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が、

本
稿
は、

こ
れ
ら
を
ツ
ー
ル
と
し

て
教
育
普
及
活
動
の
中
で
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
ゆ
く
か、

と
い
う
と
こ
ろ
に
主
眼
を
置
い

一
、

は
じ
め
に

事
業
報
告

二
、

中
学
校
と
の
連
携
に
つ
い
て

て
い
る。

所
蔵
品
検
索
シ
ス
テ
ム
を
研
究
者
で
は
な
い
一

般
の
利
用
者
が
積
極
的
に
活
用
す

る
と
し
た
ら、

ど
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
が
あ
る
の
か、

そ
の
掘
り
起
こ
し
に
も
い
ず
れ
取
り
組

み
た
い
と
考
え
て
い
る。

そ
れ
に
よ
っ
て、

様
々
な
事
情
に
よ
り
来
館
が
現
実
的
で
は
な
い

利
用
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う。

美
術
館（
歴
史
・

科
学
系
で
は
な
い
博

物
館）
の
場
合、

画
像
等
の
複
製
の
利
用
に
つ
い
て
は、

手
放
し
で
進
め
ら
れ
な
い
悩
ま
し

い
問
題
も
あ
る
が、

矛
盾
を
抱
え
つ
つ
も、

そ
の
活
用
案
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う。

な
お、

本
稿
は、

平
成
二
三
年
八
月
四
日
に
開
催
さ
れ、

稿
者
も
参
加
し
た
「
第
五
一

回

関
東
甲
信
越
静
地
区
造
形
教
育
研
究
大
会」

で
の
研
究
発
表（
註
2
)

を
ふ
ま
え
て、

再
度
美
術

館
の
視
点
で
こ
の
実
践
を
振
り
返
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る。

発
表
者
の
阿
部
真
紀
教
諭

（
千
葉
市
立
大
宮
中
学
校
美
術
科
教
諭）
を
は
じ
め、

研
究
グ
ル
ー
プ
の
諸
先
生
方、

お
よ
び

千
葉
市
教
育
研
究
会
に、

こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

千
葉
市
で
は、

市
内
の
公
立
小
中
学
校（
小
学
校
一
―

六
校、

中
学
校
五
七
校、

特
別
支

援
学
校
二
校
／
平
成
二
四
年
五
月
現
在）
の
教
職
員
が
教
科
ご
と
に
分
か
れ
て
参
加
し
て
い

る
授
業
研
究
の
場
「
千
葉
市
教
育
研
究
会」

の
「
造
形
部
会」

の
中
に、

学
校
と
美
術
館
と

の
連
携
を
考
え
る
グ
ル
ー
プ
（
以
下、
「
連
携
グ
ル
ー
プ」

と
表
記）
が
発
足
し
て
八
年
が
経

所
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
っ
た
鑑
賞
授
業
の
試
み
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つ
。

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は、

二
0
0
五
年
度
の
当
館
研
究
紀
要（
註
3
)

で
も
報
告
し
た
と
お

り
で
あ
る
が、

発
足
当
初
か
ら、

実
際
に
美
術
館
に
足
を
運
ん
で
の
活
動
だ
け
で
な
く、

足

を
運
べ
な
く
て
も
教
室
で
で
き
る
こ
と
を
模
索
し
て
き
た。

そ
れ
は、

当
市
で
は
ア
ク
セ
ス

の
難
し
さ
を
理
由
に
美
術
館
活
用
の
一

歩
が
踏
み
出
せ
な
い
中
学
校
が
依
然
と
し
て
多
い
た

め
で
あ
る。

職
員
が
意
欲
的
で
立
地
等
の
条
件
に
も
恵
ま
れ
た
学
校
は、

美
術
館
と
の
連
携
を
単
独
で

進
め
て
行
け
ば
良
い
。

だ
が、

有
志
で
は
な
く
公
式
の
授
業
研
究・
情
報
交
換
の
場
と
し
て、

市
教
育
研
究
会（
註
4
)

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
役
割
は、

自
分
た
ち
の
経
験

（
実
験）
を
市
内
全
体
で
共
有
化
す
る
こ
と
に
あ
る。

美
術
館
の
活
用
方
法、

授
業
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
開
発
に
あ
た
っ
て
は、

連
携
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
基
本
と
な
る
シ
ス
テ
ム
と
実
践
例
を
用

意
す
る。

こ
こ
で
は、

取
り
組
み
や
す
く
て
応
用
の
利
く、

わ
か
り
や
す
い
提
案
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る。

今
回
報
告
す
る
「
所
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
っ
た
鑑
賞
授
業
の
試
み」

は、

連
携
グ
ル

ー
プ
が
取
り
組
ん
だ
過
去
の
鑑
賞
授
業
の
実
践（
註
5
)

を
ふ
ま
え
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
案
と
そ

の
成
果
で
あ
る。

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
は、
「
鑑
賞」

授
業
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る。

美

術
館
と
そ
の
所
蔵
品
・

資
料
を
活
用
す
る
場
合、

必
ず
し
も
「
鑑
賞」

に
こ
だ
わ
る
こ
と
は

な
い
と
思
う
が、

カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
中
で
保
障
さ
れ
て
い
る
「
鑑
賞」

授
業
の
中
で、

で
き

る
こ
と
は
も
っ
と
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

実
際
の
作
品
を
前
に、

複
製
か
ら
は
得
ら

れ
な
い
、

作
品
そ
の
も
の
に
あ
る
物
質
と
し
て
の
豊
か
さ、

つ
ま
り、

微
妙
な
色
彩、

テ
ク

ス
チ
ャ
ー
等
を
味
わ
う
と
い
う
「
鑑
賞」

体
験
を
教
室
で
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し

ろ、

教
室
で
の
複
製
を
利
用
し
た
「
鑑
賞」

で
は、
「
良
さ」

と
い
っ
た
感
覚
的
な
も
の
を

中
途
半
端
に
求
め
る
の
で
は
な
く、

意
識
的
に
観
る
こ
と、

視
覚
俯
報
を
整
理
し
て、

そ
れ

を
次
の
鑑
賞
活
動
へ
と
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ
と
の
方
が
有
効
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

ま

た、

稿
者
は
年
間
二
0
件
を
越
え
る
学
校
団
体
の
来
館
と
作
品
鑑
賞
に
立
ち
会
っ
て
い
る

が、

多
く
の
場
合、

子
ど
も
た
ち
は
制
作
者
の
立
場
か
ら
鑑
賞
に
取
り
組
ん
で
い
る
（
そ
の

よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い
る）
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る。

作
品
鑑
賞
の
体
験
が、

子
ど
も
自
身

の
作
品
制
作
に
影
警
を
与
え、

表
現
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
は
確
か
に
結
果
と
し
て
評
価
す
べ

き
だ
が、
「
鑑
賞」

教
育
の
本
来
の
目
的
は
も
っ
と
他
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か。

展
示
室
や
教
室
で
の
鑑
賞
教
育
が
こ
こ
ま
で
普
及
し
た
こ
と
に
つ
い
て、

対
話
型
鑑
賞
法

が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
向
上
や
言
語
活
動
と
い
う

意
味
で、

こ
の
手
法
が
高
く
評
価
さ
れ、

美
術
や
作
品
に
関
す
る
知
識
を
持
た
な
く
て
も
誰

も
が
取
り
組
め
る
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て
広
ま
っ
た。

そ
の
一

方
で、

作
品
に
ま
つ
わ
る
歴
史
や

固
有
の
情
報
を
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
声
が
多
い
。

鑑
賞
能
力
の
向
上
は、

鑑

賞
者
の
他
の
学
習
分
野
へ
の
意
欲
や
関
心
も
引
き
出
す。

主
体
的
な
鑑
賞
者
を
育
て
る
こ
と

は、

美
術
館
鑑
賞
教
育
の
究
極
の
目
標
で
あ
り、
『
対
話
に
よ
る
鑑
賞
教
育

中
学
校
美
術
教

師
の
た
め
の
実
践
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク』

の
中
で
上
野
行
一

氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に、

そ
の
た

め
の
手
法
と
し
て
対
話
型
鑑
賞
が
有
効
な
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い（
註
6
)。

こ
こ
で
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に（
註
7
)、

対
話
型
鑑
賞
に
知
識
が
不
要
で
あ
る
と
の
見
方
は
全
く
の
誤
解
で

あ
る。

こ
と
に
中
学
生
の
場
合、

言
語
活
動
の
み
に
特
化
し
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な

い
。

対
話
型
鑑
賞
の
良
い
部
分
を
生
か
し
つ
つ、

作
品
へ
の
迫
り
方
を
中
学
生
に
ふ
さ
わ
し

く
深
め
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か。

作
品
を
わ
ず
ら
わ
し
い
文
脈
か
ら
切
り
離

し、

鑑
賞
者
自
ら
が
意
味
を
読
み
取
り
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
は
重
要
だ
が、

造
形

的
な
意
味
に
加
え
て
と
り
わ
け
資
料
的
価
値
の
高
い
美
術
作
品
（
た
と
え
ば
浮
世
絵）
に
つ
い

て
は、

そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
た
ど
り
着
け
な
い
も
の
も
多
い
。

視
覚
資
料
を
読
み
解
く
楽

し
み
に
加
え、

鑑
賞
作
品
の
周
囲
に
無
数
の
関
連
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
り、

芋
づ
る
式
に

関
心
の
幅
を
広
げ
て
ゆ
く
楽
し
さ、

ま
た
そ
れ
ら
の
情
報
を
整
理
す
る
作
業
は、

発
達
段
階

に
従
っ
て
適
切
に
導
入
さ
れ
れ
ば、

鑑
賞
能
力
の
向
上
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か。

市
教
育
研
究
会
中
学
校
造
形
部
会
に
置
か
れ
た
連
携
グ
ル
ー
プ
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
課
題
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一

貫
し
て、

美
術
館
と
中
学
校
と
の
「
通
常
ベ
ー
ス
の」

連
携
で
あ
っ
た（
註
8
)。

特
別

な
機
会、

特
別
な
予
算
を
組
む
の
で
は
な
く、

通
常
業
務
・

授
業
の
中
で
あ
る
も
の
を
最
大

限
生
か
し
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
探
っ
て
き
た。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
性
質
と

展
示
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
か
ら、

い
わ
ゆ
る
「
常
設」

展
示
を
行
わ
ず、

所
蔵
品
は
テ
ー
マ
展

示（
所
蔵
作
品
展）
と
い
う
か
た
ち
で
公
開
し、
一

S
ニ
ヶ
月
の
会
期
ご
と
に
展
示
内
容
が
す

べ
て
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
継
続
的
に
活
用
す
る
た
め
に
は、

展

示
室
の
特
定
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
取
り
組
む
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
不
向
き
で
あ
る。

と
は
い

え、

企
画
展
へ
の
来
館
を
促
す
事
業
が
少
し
ず
つ
定
着
し
て
き
た
今、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ヘ
の

理
解
と
愛
着
を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
ゆ
く
か
と
い
う
長
年
の
課
題
に
も、

そ
ろ
そ
ろ
向
き
合

う
べ
き
だ
ろ
う。

今
回
は
浮
世
絵
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
試
行
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
あ
わ
せ
て
の
研
究
と
な
っ
た
が、

鑑
賞
授
業
の
題
材
に
浮
世
絵
を
取
り
上
げ
た
の
は
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
が
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け

で
は
な
い
。

浮
世
絵
は
中
学
生
が
授
業
そ
の
他
の
場
面
で
接
し
た
こ
と
の
あ
る
も
の
で
あ

り、

今
後
も
何
ら
か
の
場
面
で
接
す
る
可
能
性
の
高
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と、

そ
れ
以
上

に、

様
式
・

歴
史
的
背
景
の
理
解
が
確
実
に
作
品
理
解
を
深
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と、

原
則
と

し
て
様
式
11
約
束
事
の
上
に
成
り
立
つ
作
品
で
あ
り、

得
た
知
識
の
他
作
品
へ
の
応
用
が
期

待
で
き
る
こ
と、

さ
ら
に
は、

美
術
鑑
賞
以
外
の
分
野
に
興
味
を
広
げ
て
ゆ
け
る
題
材
で
あ

る
こ
と
を
重
視
し
た。

当
館
で
は、

別
途
送
迎
バ
ス
を
使
っ
た
小
中
学
生
の
団
体
鑑
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て

い
る
が、

こ
の
事
業
で
の
鑑
賞
も
規
模
の
大
き
い
企
画
展
会
場
が
中
心
に
な
る。

こ
の
事
業

は
中
学
校
に
は
な
か
な
か
利
用
し
づ
ら
い
と
い
う
現
実（
註
9
)

に
加
え、

鑑
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
小
学
生
向
け
の
も
の
を
応
用）
の
物
足
り
な
さ
•

も
ど
か
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り、

中

学
生
を
対
象
と
し
た
鑑
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

作
品
へ
の
効
果
的
な
迫
り
方
の
開
発
が
求
め
ら
れ

て
い
た。

今
回
の
連
携
授
業
で
は、

残
念
な
が
ら
展
示
室
で
の
浮
世
絵
作
品
鑑
賞
こ
そ
叶
わ

な
か
っ
た
が、

中
学
生
が
段
階
を
追
っ
て
作
品
を
よ
り
深
く
観
て
ゆ
く
過
程
を
目
の
当
た
り

ま
、

•

9

 

に
し、

適
切
な
知
識、

視
点
・

切
り
口
の
設
定
が
鑑
賞
者
の
興
味
関
心
を
促
す
も
の
と
し
て

有
効
で
あ
る
と
確
認
で
き
た
こ
と
は、

今
後
の
参
考
に
な
る
だ
ろ
う。

所
蔵
品
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
本
稿
で
は、

電
子
化
さ
れ
検
索
機
能
を
持
つ
も
の
に
限
る）
に

つ
い
て
は、

近
年
整
備
が
進
み、

そ
の
重
要
性
と
技
術
的
な
成
果
に
つ
い
て
は、

研
究
会
等

の
場
で
さ
か
ん
に
議
論
と
情
報
交
換
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。

所
蔵
品
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
の
目
的
は
大
ま
か
に
二
つ
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う。
―

つ
は、

収
集
資
料（
作
品）
の
管
理

と
い
う、

博
物
館（
美
術
館
を
含
む）
の
機
能
を
支
え
る
も
の
で
あ
る。

収
集
・

保
存
・

展
示

の
各
活
動
に
直
結
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

館
内
業
務
の
効
率
化
に
は
不
可
欠
で、

コ
レ

ク
シ
ョ
ン
形
成
に
先
立
ち
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
場
合
も
あ
れ
ば、

紙
ベ
ー
ス
の
登
録
作
業

か
ら
移
行
を
は
か
る
場
合
も
あ
る。

も
う
―

つ
は、

情
報
公
開
の
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
り、

こ
れ
は
広
報
に
加
え
て
教
育
普
及
的
な
活
用
に
特
化
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う。

デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て、
―
1
0
0
五
年
と
二
0
0
九
年
か
ら
二
0
―
一

年
に

か
け
て
国
内
の
美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
状
況
調
査
を
行
っ
た
国
立
新
美
術
館
の
室
屋
泰一――

氏
は、

そ
れ
ら
を
「
紹
介」

型
・
「
リ
ス
ト
」

型
・
「
検
索」

型
の
三
つ
に
分
類
し
て
い

る（
註
10
)。
「
紹
介」

型
の
場
合、

い
わ
ゆ
る
「
優
品」

を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し、

キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
デ
ー
タ
相
当
の
作
品
情
報
を
備
え
つ
つ、

鮮
明
な
画
像
と
と
も
に
解
説
文
に
よ
っ
て
作
品

の
魅
力
が
紹
介
さ
れ
る。

疑
似
鑑
賞
と
も
な
る
た
め、
「
鑑
賞
の
続
き
は
本
物
を
美
術
館
で」

と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
が
添
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る。
「
紹
介」

型
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
は
規
模
の

大
小
は
あ
っ
て
も
導
入
し
て
い
る
館
は
多
い
よ
う
だ。

ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
と
し
て

公
開
さ
れ
て
い
る
国
立
西
洋
美
術
館
の

4

'To
u
c
h
t

h
e
 M
u
s
eu
m'`
（
註
11）
な
ど
は、

最
新
メ
デ

ィ
ア
を
駆
使
し
た
紹
介
型
の
典
型
で
あ
ろ
う。
「
リ
ス
ト」

型
は、

所
蔵
作
品
の
俯
報
を
た

、

所
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
教
育
普
及
活
動
で
の
利
用
に
つ
い
て



と
え
ば
収
蔵
年
度
ご
と
に
リ
ス
ト
化
し
た
も
の
と
さ
れ（
註
12
)、

む
し
ろ
館
内
作
業
で
の
実
用

性
を
重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る。

他
方、

キ
ー

ワ
ー

ド
入
力
に
よ
る
「
検
索」

型
の
場

合、

使
い
方
は
検
索
者
の
関
心
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い。

ち
な
み
に
当
館
の
場

合、

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
の
先
行
す
る
「
紹
介」

型
に
加
え
る
か
た
ち
で、

同
ペ
ー

ジ
内
（
末

尾）
に
作
品
の
一

部
を
対
象
と
し
た
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
が
追
加
さ
れ
た。

こ
の
デ
ー

タ
ベ
ー

ス

は、
「
検
索」

型
を
目
指
し
つ
つ
現
段
階
で
は
未
完
で
あ
る。

東
京
国
立
近
代
美
術
館、

京

都
国
立
近
代
美
術
館、

国
立
西
洋
美
術
館、

国
立
国
際
美
術
館
の
横
断
検
索
シ
ス
テ
ム
で
あ

る、

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
「
所
蔵
作
品
総
合
目
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」（
註
13
)

は、
「
検

索」

型
の
典
型
と
い
え
る
だ
ろ
う。

ト
ッ
プ
ペ
ー

ジ
は
画
像
の
無
い
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン

で、

ジ
ャ
ン
ル
・

作
品
題
名
・

作
家
名
・

作
家
名
読
み
・

制
作
年
代
・

複
合
か
ら
な
る
検
索

方
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る。

東
京
藝
術
大
学
は、

膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
約
二
八、

0
0
0

件
の
う
ち
二
六、

二
五
七
件
の
作
品
惜
報‘
―
-
、

九
八
0
点
の
画
像
を
試
験
的
に
公
開
し

て
い
る（
註
14
)。

東
京
国
立
博
物
館
の
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
は、

複
数
レ
ベ
ル
に
分
か
れ
て
お
り、

中
で
も
「
名
品
ギ
ャ
ラ
リ
ー」（
註
15
)

は
所
蔵
品
の
中
か
ら
「
優
品」

約
六
0
0
件
の
デ
ー

タ

を
閲
覧
で
き、

作
品
紹
介
ペ
ー

ジ
に
近
い。

同
様
に、

国
宝
・

重
要
文
化
財
を
対
象
と
し
た

国
立
文
化
財
機
構
に
よ
る
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
「
e
国
宝」（
註
16
)

も
公
開
さ
れ
て
い
る。

も
ち
ろ

ん
画
像
は
学
校
利
用
等
も
可
能
で
あ
る（
註
17
)。

こ
れ
と
は
別
に
同
博
物
館
の
サ
イ
ト
に
は
画

像
検
索
の
ペ
ー

ジ
が
あ
り、

約
七
九、

0
0
0
点（
二
0
―
一

年
―
一

月
現
在）
の
文
化
財
画

像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る。

こ
の
画
像
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
は
調
査
・

研
究
の
項
目
内
に
位
置
づ

け
ら
れ、

他
の
研
究
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
と
と
も
に
「
そ
の
先
へ
」

と
興
味
を
つ
な
げ
て
ゆ
く
た

め
の
手
が
か
り
を
利
用
者
に
与
え
て
い
る。

以
上、

こ
こ
に
例
を
挙
げ
た
の
は
い
ず
れ
も
組

織
の
大
き
な
と
こ
ろ
で
あ
り、

現
実
的
に
は、

中
規
模
以
下
の
施
設
が
所
蔵
品
す
べ
て
を
網

羅
的
に
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
し、
一

般
の
利
用
に
耐
え
る
シ
ス
テ
ム
に
し
て
公
開
す
る
の
は
難

し
い
。

上
記
事
例
も、

既
存
の
館
内
用
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
転
用
し
た
り、

助
成
金
の
獲
得
や

外
部
組
織
と
の
共
同
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る（
註
18
)。

四、

千
葉
市
美
術
館
「
浮
世
絵
デ
ー
タ
ベ
ー
ス」

に
つ
い
て

デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
鑑
賞
授
業
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は、

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
か

ら
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
な
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、
一

般
利
用
者
に
使
い
や
す
い
検
索
シ
ス

テ
ム、

画
像
が
あ
る
こ
と、

そ
の
画
像
が
あ
る
程
度
の
拡
大
に
耐
え
る
こ
と
が
最
低
条
件
で

あ
ろ
う。
一

方、

教
室
漿
境
に
つ
い
て
は、

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
の

整
備
と
全
員
で
―

つ
の
画
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
モ
ニ
タ
ー

の
確
保
が
望
ま
し
い。

千
葉

市
の
中
学
校
に
は、
―
1
0
0
九
年
度
よ
り
地
デ
ジ
対
応
の
液
晶
・

プ
ラ
ズ
マ
大
型
テ
レ
ビ
が

各
教
室
に
配
置
さ
れ
て
お
り、

画
像
や
映
像
を
使
っ
た
授
業
に
利
用
で
き
る
環
境
が
整
っ
て

い
る。

な
お、

教
室
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ン
投
影
は
望
ま
し
く
な
い
。

備
え
付
け
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
場
合、

ゆ
が
み
や
傾
斜
に
よ
る
色
飛
び
に
加
え、

暗
幕
を
ひ
い

て
も
な
か
な
か
暗
い
空
間
が
作
れ
ず、

劣
悪
な
鑑
賞
環
境
と
な
る。

こ
れ
は
以
前、

連
携
グ

ル
ー

プ
が
授
業
案
を
用
意
し
て
市
内
ほ
ぼ
全
て
の
中
学
校
で
取
り
組
ん
だ
授
業
の
際
に
大
き

な
問
題
と
な
っ
た。

ま
た、

前
提
と
し
て、

美
術
館
の
所
蔵
品
に
は
偏
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を、

教
材
と
し

て
活
用
す
る
場
合
は
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
理
解
し、

そ

れ
を
積
極
的
に
生
か
す
工
夫
が
必
要
だ
ろ
う。

「
浮
世
絵
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
」
（
正
式
に
は、
「
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
品
検
索
シ
ス
テ
ム
」。

管

理
用
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
た
所
蔵
作
品
九、

0
0
0
点
弱（
註
19
)

の
う
ち、

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
方
針一
一
の
「
近
世
・

近
代
の
日
本
絵
画
と
版
画」

の
中
か
ら、

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で

浮
世
絵
作
品
の
検
索
が
で
き
る。

以
下、
「
浮
世
絵
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
」

と
表
記。
h
日x
ミ

g
ぅ>v.
cc
ma,n
e
t.j
p
/s
e
arc
h
/
in
de
x.
h
t

m
l)
は、

出
己
皿
の
所
蔵
品
の
一

部
を
外
部
か
ら
検
索

26 
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で
き
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て 、

平
成
二
三
年
度
よ
り
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
上
で
パ
イ
ロ
ッ
ト

版
が
公

開
さ
れ
た
【
図
1】 。

所
蔵
品
の
中
か
ら
代
表
的
な
も
の
を
何
点
か
紹
介
す
る
ペ
ー

ジ
は
す

で
に
存
在
し
て
お
り 、

今
回
あ
ら
た
に
公
開
さ
れ
た
も
の
は 、

よ
り

積
極
的
な
美
術
館
利
用

者
が
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
内
容
を
調
べ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る 。

浮

世
絵
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
の
整
備
は 、

当
館
が
平
成
ニ
―
年
九
月
か
ら
翌
年
二
月
末
ま
で
の
間 、

空
調
設
備
工
事
の
た
め
展
示
室 、

貸
出
施
設 、

美
術
図
書
室
等
を
休
室
し
て
い
た
間
の
事
業

と
し
て
行
わ
れ
た 。

既
存
の
作
品
管
理
の
た
め
の
館
内
用
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
を
公
開
用
に
整
備

す
る
こ
と
に
な
っ
た
が 、

も
と
に
な
っ
た
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
は 、

平
成
五
年
に
整
備
開
始 、

平

成
六
年
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で 、

当
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の

で
あ
る 。

版
本
を
除
く

浮
世
絵
作
品
が
今
回
公
開
対
象
と
さ
れ
た
の
は 、

当
館
の
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
う
ち
比
較
的
ま
と
ま
り
の
あ
る
分
野
で 、

か
つ 、

著
作
権
問
題
が
ク
リ
ア
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る 。

先
行
す
る
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
に
は
も
と
も
と
画
像
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い

た
が 、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
新
し
い
作
品
が
加
わ
る
た
び
に
情
報
は
順
次
追
加
登
録
さ
れ
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
画
像
が
添
付
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た 。

そ
こ
で 、

6] 
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デ
ー

タ
ベ
ー

ス
の
公
開
に
備
え
て 、

す
で
に
あ
る
写
真（
ポ
ジ）
を
ス
キ
ャ
ン
し
て
は
め
込
む

作
業
が
進
め
ら
れ
た 。

適
当
な
ポ
ジ
の
無
い
も
の
に
つ
い
て
は
新
規
に
撮
影
し
た 。

画
像
の

サ
イ
ズ
は 、

検
索
•

閲
覧
に
支
障
が
出
る
ほ
ど
厘
す
ぎ
ず 、

か
つ 、

拡
大
で
き
る
サ
イ
ズ
と

し
て 、
一
ー

ニ
M
B
に
設
定
し
た 。

総
数
二 、
一
11
―
件
の
う
ち 、

現
在
画
像
が
あ
る
も
の

は
一

、

五
九
六
件（
約
七
五
％）
だ
が 、

将
来
的
に
は
全
点
画
像
付
き
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
と
し
て

の
整
備
を
め
ざ
し
て
お
り 、

学
校
等
を
含
む
教
育
・

研
究
目
的
の
利
用
に
こ
た
え
る
も
の
と

し
た
い 。

な
お 、
パ
イ
ロ
ッ
ト

版
の
公
開
以
降 、

平
成1一
四
年
度
に
予
定
さ
れ
て
い
る
企
画

展
に
あ
わ
せ
て 、

深
斎
英
泉
の
画
像
の
み
ま
と
め
て
追
加
さ
れ
た 。

「
浮
世
絵
デ
ー

タ
ベ
ー

ス」
は 、

当
館
ト
ッ
プ
ペ
ー

ジ(h
丘x[
シ
月
w .
cc
ma,net.jp/)
の

「
所
蔵
作
品」
の
項
目
か
ら
「

近
世
・

近
代
の
日
本
絵
画
・

版
画」

を
選
択
す
る
と 、

そ
の

一
番
下
に
リ
ン
ク
先
が
掲
載
さ
れ
て
い
る 。

千
葉
市
美
術
館
の
所
蔵
品
の
う
ち 、

版
本
を
除

く
浮
世
絵
の
み
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る 。
「

作
家
で
探
す」「
条
件
を
入
力
し
て
探
す」

の
二
つ
の
方
法
が
あ
り 、
「

作
家
で
探
す」
を
選
択
す
る
と 、

代
表
絵
師―
一
人
を
筆
頭
に 、
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そ
の
下
に
あ
い
う
え
お
順
で
絵
師
一

七
八
人
が
並
ぶ
【

図
2
】。
「
作
家
無
し」

の
項
も
あ

る。

作
家
名
を
選
択
す
る
と、

画
像
（
あ
る
場
合
の
み）
と
と
も
に
作
品
名
・

作
家
名
／
作
家

名
読
み
・

分
類
が
表
示
さ
れ
る。

画
像
一

覧
の
み
の
表
示
（
一

画
面
に
二
0
件）
に
切
り
替
え

る
こ
と
も
で
き
る

【

図
3
・

図
4】。
一

方、

条
件
を
入
力
し
て
探
す
方
法
で
は、

作
品
名
・

作
家
名
・

分
類
の
い
ず
れ
か
を
ヒ
ン
ト
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る。

分
類
は、

肉
筆
・

版

画
・

そ
の
他
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る

【

図
5】。

実
際
に
は、
一

般
利
用
を
想
定
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
は、

ま
だ
ま
だ
不
十
分
と
い

え
る
だ
ろ
う。

後
に
紹
介
す
る
連
携
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
要
望
を
見
る
ま
で
も
な
く、

キ
ー
ワ

ー
ド
検
索
の
充
実
や
画
像
の
整
備
な
ど、

今
後
の
課
題
は
多
い
。

C '!J.羨王虫！ 収蔵品検素システム 図
4
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五、

浮
世
絵
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
っ
た
授
業

連
携
グ
ル
ー
プ
が
平
成
二
二
年
度
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
だ
「
浮
世
絵
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」

を
使
っ
た
授
業
は、

最
終
的
に
は
「
美
術
館
と
学
校
が
連
携
し
て、

作
品
の
よ
さ
や
美

し
さ
を
鑑
賞
さ
せ
る
授
業
の
創
造
S
浮
世
絵
を
読
み
解
く
面
白
さ
を
知
る
鑑
賞
を
通
し
て

S」

と
い
う
テ
ー
マ
で
ま
と
め
ら
れ、

新
潟
で
の
研
究
発
表
に
臨
む
こ
と
と
な
っ
た。

こ
こ

で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に、

取
り
組
み
の
中
心
と
な
る
作
業
に
は、

資
料
・

情
報
に
基

づ
く
作
品
の
「
読
み
解
き」

が
置
か
れ
て
い
る。

画
中
に
手
が
か
り
を
求
め、

そ
れ
ら
の
読

み
解
き
を
通
し
て、

作
品
を
味
わ
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る。

ま
た、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
特

徴
を
生
か
し、
一

点
の
鑑
賞
を
入
口
に、

作
家、

主
題、

制
作
年
代
な
ど
の
類
似
す
る
作
品

に
も
関
心
が
広
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
期
待
し
た。

授
業
は、

導
入
部
分
と
し
て、
「
浮
世
絵
と
は
何
か」

を
学
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
た。

表
現
や
技
法
と
い
っ
た
造
形
的
価
値
だ
け
に
甚
づ
く
鑑
賞
で
は
な
く、

浮
世
絵
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
中
身
や
そ
の
機
能、

同
時
代
に
果
た
し
て
い
た
役
割
等
を
ふ
ま
え
た
上
で、

個
々
の

作
品
に
迫
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る。

鑑
賞
者
に
あ
わ
せ
て、
「
鑑
賞
の
入
ロ
・

切
り
口
を

ど
こ
に
設
け
る
か」

は、

効
果
的
な
鑑
賞
教
育
の
鍵
と
な
る
も
の
だ。

今
回
は、

浮
世
絵
鑑

賞
の
手
が
か
り
は
美
術
館
が
用
意
し
た。
一

般
来
館
者
向
け
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
な
ど
で

押
さ
え
る
基
本
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し、

所
蔵
す
る
図
書
資
料
の
中
か
ら
今
回
の
授
業
の

目
的
に
か
な
う
と
思
わ
れ
る
浮
世
絵
鑑
賞
の
入
門
書
を
複
数
選
ん
で
資
料
と
し
て
提
供
し

た。

そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て、

今
度
は
教
師
側
が
授
業
で
活
用
で
き
そ
う
な
部
分
を
選
び、

中

学
生
の
関
心
に
引
き
寄
せ、

彼
ら
が
理
解
で
き
る
・

興
味
を
持
て
る
言
葉
と
形
式
を
選
ん
で

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料
を
作
成
し
た。

資
料
の
作
成
は、

授
業
者
だ
け
で
な
く、

連
携

グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
教
師
が
協
力
し
て
行
っ
た。

今
回
の
授
業
は、

二
つ
の
研
究
仮
説
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た。

①
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用

し
て
多
く
の
作
品
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り、

千
葉
市
美
術
館
や
浮
世
絵
に
興
味
を
持
つ
こ
と
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(

1

)

鑑
賞
の
前
段
階
「
浮
世
絵
と
は
何
か
？」
／一
時
間
目

ー
作
品
が
生
徒
に
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
「
浮
世
絵」
の
た
め、
事
前
に
「
浮
世
絵
と

は
何
か」「
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
か」「
浮
世
絵
の
果
た
し
た
役
割
は」
な
ど、
鑑
賞
の
切
り

口、
入
口
に
な
る
よ
う
な
学
習
を
し、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
作
品
選
び
が
で
き
る
よ
う
に

し
た。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て、
生
徒
が
浮
世
絵
に
関
す
る
知
識
を
深
め、
作
品
か
ら
情
報
を
読

み
取
り
鑑
賞
し
て
い
け
ば、
よ
り
深
い
学
習
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た（
註
20
)。

四
時
間
目

班
で
決
め
て
調
べ
た
作
品
を
発
表
す
る。

三
時
間
目

る。 二
時
間
目

一
時
間
目

が
で
き
る
で
あ
ろ
う。

②
浮
世
絵
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
で、

読
み
解

く
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う。

①
に
関
し
て
は、
特
定
の
作
家
の
作
品
を
点
で
は
な

く
複
数
比
較
す
る
こ
と
で、

表
現
上
の
特
徴
や
様
式
を
整
理
し
な
が
ら
観
て
ゆ
く
こ
と
と、

そ
れ
に
よ
る
気
づ
き
が
期
待
さ
れ
た。

②
に
関
し
て
は、

中
学
生
な
ら
で
は
の
課
題
と
し

て、
視
点
の
設
定
と
知
識
が
ど
の
程
度
有
効
な
の
か、
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た。

な
お、
実
際
に
授
業
で
利
用
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は、

平
成
二
1一
年
度
当
時
の
も
の
で
あ

る。
こ
の
授
業
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（
パ
イ
ロ
ッ
ト
版）
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
し
て
も
位
囲
づ
け

ら
れ
た。

授
業
者
に
よ
る
実
践
に
先
立
ち、
連
携
グ
ル
ー
プ
内
で
授
業
内
容
を
検
討
し、
授
業
を
行

う
教
諭
が
四
時
間
分
の
指
導
案
に
ま
と
め
た。

以
下、

授
業
の
流
れ
を
簡
単
に
追
っ
て
ゆ

浮
世
絵
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
知
る。

美
術
館
所
蔵
の
浮
世
絵
の
中
か
ら一
点
紹
介
し
た
い
作
品
を
選
ぶ。

選
ん
だ
作
品
の
作
者
に
つ
い
て
調
べ、
作
品
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
ま
と
め

こ
の
仮
説
に
基
づ
き、
初
回
の
授
業
は
用
意
さ
れ
た。
浮
世
絵
に
つ
い
て
学
習
す
る
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料
の
作
成
に
は、
連
携
グ
ル
ー
プ
内
で
作
業
分
担
を
し、
必
要
に
応
じ

て
自
校
の
生
徒
で
実
験
を
し
な
が
ら
改
良
を
重
ね
て
い
る。
今
回
の
授
業
者
で
あ
る
阿
部
教

諭
の
授
業
は、
中
学
校
三
年
生
を
対
象
に
行
わ
れ
た。
美
術
の
時
間
を
計
四
時
間
使
う
予
定

だ
っ
た
が、
結
局
は
六
時
間
か
か
っ
た。
全
体
と
し
て
は、
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
た
か
も
し

れ
な
い。
も
っ
と
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
進
め
ら
れ
れ
ば
良
か
っ
た
と
の
意
見
も
聞
か
れ

た。一
時
間
目
は、
連
携
グ
ル
ー
プ
で
事
前
に
用
意
し
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料
「
浮
世

絵
ー
江
戸
時
代
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア」（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト）
を
用
い
て
教
師
が
説
明
を
し
た。

こ
こ
で
は
ま
ず、
浮
世
絵
は
美
術
館
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
や
額
の
中
に
飾
ら
れ
て
い
る
江
戸
時

代
の
絵
で
は
な
い
と
し、
市
井
の
人
々
が
暮
ら
し
を
楽
し
ん
だ
り、
情
報
を
得
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た。
さ
ら
に
は、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て、
美
人
画・
役
者
絵・
武

者
絵・
相
撲
絵・
死
絵・
化
物
絵•
お
も
ち
ゃ
絵
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た。
こ
れ
ら
の

ジ
ャ
ン
ル
紹
介
に
は、
当
然
な
が
ら、
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
が
影
響
し
て
い
る。

そ
の
後、
五
＼
六
人
ご
と
に
班
を
作
り、
鑑
賞
す
る
作
家（
絵
師）
を
振
り
分
け
た。
実
際

に
グ
ル
ー
プ
で
活
動
す
る
前
に、
一
人一
人
が
気
に
入
っ
た
作
品
を
選
び、
そ
の
際、
そ
の

作
品
が
浮
世
絵
と
し
て
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
た
の
か
を
考
え
さ
せ
た。

(

2

)

個
人
と
グ
ル
ー
プ
の
鑑
賞
／
二
時
間
目

一
ク
ラ
ス
ニ
九
人
を
六
グ
ル
ー
プ（
五
人
ず
つ）
に
分
け
た。
鑑
賞
対
象
は、
あ
ら
か
じ
め

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
「
代
表
絵
師」（
註
21
)

の
中
か
ら
六
人
を
選
び
各
グ
ル
ー
プ
に
割
り
当
て
た。

六
人
の
選
定
基
準
と
し
て、

検
索
対
象
と
な
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
の
作
品
数
や
資
料
の
多
寡

に
な
る
べ
く
偏
り
が
出
な
い
よ
う
配
慮
し
た。
た
と
え
ば、
漢
斎
英
泉
二
八
四
点
な
ど、
例

外
的
に
点
数
が
多
い
も
の
は
除
い
た。
美
術
館
の
所
蔵
の
範
囲
内
で
の
選
択
と
な
る
た
め、
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（
 

グ
ル
ー
プ
ご
と
の
割
り
当
て
は
次
の
と
お
り。

必
然
的
に、

世
間
一

般
の
知
名
度
や
出
版
資
料
の
多
寡
と
は
や
や
異
な
っ
て
く
る。

グ
ル
ー
プ
一

喜
多
川
歌
麿
(
-

五
点）
、

グ
ル
ー
プ
ニ

鈴
木
春
信
(
-

五
点
／
版
木
を
除

く）
、

グ
ル
ー
プ
三

歌
川
国
貞（
1

1

七
点
／
当
時）
、

グ
ル
ー
プ
四

葛
飾
北
斎（
五
0
点）
、

グ
ル
ー
プ
五

歌
川
国
芳（
三
一

点
／
当
時）
、

グ
ル
ー
プ
六

歌
川
豊
国（
二
0
点）

）
内
は
画
像
付
き
の
作
品
点
数

ま
ず
は
所
属
す
る
グ
ル
ー
プ
に
割
り
当
て
ら
れ
た
絵
師
の
作
品
の
中
か
ら
五
人
（
も
し
く

は
四
人）
が
一

点
ず
つ
自
分
が
紹
介
し
た
い
作
品
を
選
ぶ。

次
に、

五
点
な
い
し
は
四
点
持

ち
寄
っ
た
中
か
ら、

グ
ル
ー
プ
全
体
で
紹
介
す
る
作
品
を
一

点
選
ぶ。

話
し
合
い、

グ
ル
ー

プ
内
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
決
定
す
る。

今
回
の
授
業
に
参
加
し
た
生
徒
た
ち
は、

二
年
次
・

三
年
次
の
夏
休
み
に、

そ
れ
ぞ
れ
課

題
と
し
て
美
術
館
へ
足
を
運
ん
で
い
る。

ま
た、

二
年
次
に
は、

千
葉
市
美
術
館
の
所
蔵
品

の
中
か
ら
九
0
点
あ
ま
り
の
作
品
を
使
っ
た
鑑
賞
授
業
に
取
り
組
ん
で
い
る（
註
22
)。

こ
の
鑑

賞
授
業
は
二
年
生
向
け
の
内
容
で、

初
回
の
成
果
を
も
と
に
授
業
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
改

良
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る。

美
術
へ
の
関
心
・

意
欲
・

態
度
と
し
て、
「
作
品
の
良
さ
や
美
し

さ
を
鑑
賞
す
る
喜
び
を
味
わ
う
こ
と」
「
地
域
の
美
術
館
の
所
蔵
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
で、

郷
土
の
美
術
や
文
化
に
対
す
る
理
解
と
愛
情
を
深
め
る
こ
と」

と
い
っ
た
ね
ら
い
に
加
え、

鑑
賞
の
能
力、

つ
ま
り、
「
グ
ル
ー
プ
で
の
鑑
賞
を
通
し
て、

自
分
の
考
え
を
発
表
し
た
り、

自
分
の
価
値
意
識
を
も
っ
て
批
評
し
た
り
す
る
こ
と
で、

作
品
か
ら
受
け
る
印
象
を
感
じ
取

っ
た
り
思
考
す
る
こ
と」

を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た。

二
年
次
の
こ
の
よ
う

な
体
験
が、

今
回
の
授
業
の
前
半
部
分（
自
分
の
意
見
と
グ
ル
ー
プ
内
の
意
見
の
違
い
を
受

け
入
れ
つ
つ、

調
整
し
ま
と
め
て
ゆ
く
作
業）
で
役
に
立
っ
た
よ
う
で
あ
る。

授
業
後、

参
加
生
徒
の
感
想
を
と
り
ま
と
め
た
授
業
者
か
ら
は
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ

た（
註
23
)。

•

今
ま
で
の
鑑
賞
で
は、

生
徒
各
自
の
「
好
き
と
思
っ
た」
「
良
い
と
感
じ
た」

と
い
っ
た
感

覚
的
な
も
の
を
手
が
か
り
と
し
て
い
た
が、

今
回、
「
浮
世
絵
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
「
ど

の
よ
う
な
働
き
が
あ
る
か
」

と
い
う
授
業
を
行
っ
て
か
ら
鑑
賞
し
た
の
で、

作
品
か
ら

様
々
な
俯
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き、

よ
り
深
い
鑑
賞
が
で
き
た。

・

浮
世
絵
の
働
き
を
知
る
こ
と
に
よ
り、

浮
世
絵
の
見
方
が
変
わ
っ
た、

興
味
を
持
っ
た
な

六、

評
価

(

3

)

選
ん
だ
作
品
に
つ
い
て
調
べ
、

作
品
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
／
三
時
間
目

（
実
際
に
は、

三、

四
時
間
目）

な
ぜ
そ
の
作
品
を
選
ん
だ
の
か、

而
白
さ、

興
味
を
持
っ
た
理
由
を
探
っ
て
ゆ
く
作
業
で

あ
る。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
利
用
し
な
が
ら
す
す
め
ら
れ
た。

割
り
当
て
ら
れ
た
作
家
に
つ
い

て
は‘
―

つ
の
作
品
に
絞
ら
ず、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
他
の
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
鑑
賞
す

る。

そ
れ
に
よ
っ
て、

共
通
点
や
特
徴
な
ど
が
あ
ら
わ
に
な
る。

さ
ら
に
は
同
じ
主
題
を
他

の
作
家
が
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
か、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
た。

(

4
)

班
で
決
め
た
作
品
を
発
表
す
る
／
四
時
間
目
（
実
際
に
は
五、

六
時
間
目）

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
作
成
さ
れ、

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
教
室

前
方
の
大
型
モ
ニ
タ
ー
の
横
に
並
ん
で
発
表
し
た。

割
り
当
て
ら
れ
た
作
家
に
つ
い
て、

選

ん
だ
作
品
を
理
由
と
と
も
に
紹
介
し
た。

そ
の
際、

そ
の
作
品
が
同
時
代
社
会
で
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を、
一

時
間
目
の
学
習
に
基
づ
き
考
察
し
た。
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ど
の
生
徒
の
感
想
が
多
か
っ
た。

・

今
回
は
実
際
の
作
品
を
鑑
賞
し
た
わ
け
で
は
な
い
が、

作
品
に
興
味
を
持
ち、

今
後
実
物

を
観
る
機
会
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
れ
が
生
か
さ
れ
て
来
る
と
思
わ
れ
る。

•

生
徒
た
ち
の
市
美
術
館
へ
の
親
し
み
が
増
し
た
よ
う
だ。

ま
た、

連
携
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
改
良
を
中
心
に、

次
の
よ
う
な
意

見
が
あ
が
っ
た。

・

画
像
の
無
い
も
の
が
多
い
。

せ
め
て、

画
像
の
あ
る
も
の
と
無
い
も
の
を
分
け
て
表
示
で

き
る
と
良
い
。

・

タ
グ、

キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
が
で
き
れ
ば
良
い
。
「
風
景」
「
美
人」

な
ど。

・

ふ
り
が
な
と
作
品
解
説
を
入
れ
て
ほ
し
い
。

・

図
書
館
く
ら
い
使
い
勝
手
の
良
い
シ
ス
テ
ム
だ
と
良
い
。

連
携
グ
ル
ー
プ
以
外
か
ら
は、

次
の
よ
う
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た（
註
24
)。

•

作
者
も
テ
ー
マ
も
し
ぼ
れ
た
か
ら
こ
こ
ま
で
で
き
た
と
思
う。

発
表
の
仕
方、

ワ
ー
ク
シ

ー
ト
を
も
う
少
し
整
理
で
き
た
ら
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

・

教
材
と
し
て
浮
世
絵
を
ど
う
扱
え
ば
良
い
か
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た。

・

難
し
い
言
葉、

言
い
回
し
等、

調
べ
て
出
て
来
た
解
説
で
わ
か
ら
な
い
こ
と、

疑
問、

発

見
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き、

ひ
と
つ
ず
つ
解
決
し
て
い
っ
た
の
は
良
か
っ
た。

・
「
浮
世
絵
11
き
れ
い
だ
け
れ
ど
も
た
だ
の
古
い
版
画」

と
い
う
認
識
だ
っ
た
が、

メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
役
割
を
知
る
こ
と
が
で
き
興
味
が
増
し
た。

導
入、

切
り
口
が
良
か
っ
た
と

思
う。

•

発
表
の
仕
方
に
は
工
夫
と
指
導
の
余
地
が
あ
る。

・

思
考
の
つ
な
が
り、

興
味
関
心
の
広
が
り
を
示
せ
る
よ
う
な
プ
リ
ン
ト
を、

は
じ
め
て
鑑

賞
に
取
り
組
む
教
師
向
け
に
用
意
し
た
い
。

・

思
考
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る。

•

市
内
の
す
べ
て
の
学
校
で
気
軽
に
使
え
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
あ
る
と
良
い
。

・

今
回
の
研
究
授
業
を
通
し
て、

参
加
教
員
が
浮
世
絵
に
興
味
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
も
収
穫
で
あ
る。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
充
実
に
つ
い
て
は、

今
後、

画
像
の
順
次
追
加
と、

既
存
の
作
品
解
説

文
を
入
れ
込
む
こ
と
を
検
討
し
て
い
る。

キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
に
つ
い
て
は、

シ
ス
テ
ム
の
問

題
が
あ
る
が、

利
便
性
を
考
え
る
と
こ
れ
も
検
討
し
た
い
。

作
家
や
作
品
に
偏
り
が
あ
る
の

は、

画
集
等
複
製
に
よ
る
教
材
と
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
大
き
な
相
違
点
と
い
え
る
だ

ろ
う。

こ
こ
に
あ
る
も
の
が
全
て
で
は
な
い
、

と
い
う
前
提
は、

い
ず
れ
に
し
て
も
心
に
と

め
て
お
き
た
い
こ
と
で
あ
る。

こ
の
こ
と
は、
一

般
的
な
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特
質

と
し
て
利
用
者
の
理
解
を
求
め
る
必
要
が
あ
る。

だ
が
同
時
に、

鑑
賞
対
象
作
品
の
幅
を
狭

め
る
こ
と
は、

鑑
賞
初
心
者
向
け
に
は
あ
る
程
度
必
要
で、

効
率
的
な
学
習
の
た
め
に
も
メ

リ
ッ
ト
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

ま
た、

作
品
一

点
だ
け
で
は
な
く、

同
じ
作
家
や
同
種
の
作
品
を
一

定
量
平
行
し
て
観
て

ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て、

様
式
や
決
ま
り
ご
と
を
整
理
し
な
が
ら
観
る
姿
勢
が
養
わ
れ
る。

こ

れ
は
目
録（
図
録）
で
は
な
く
検
索
シ
ス
テ
ム
を
使
う
こ
と、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
活
用
の
メ
リ
ッ

ト
と
い
え
る
だ
ろ
う。

鑑
賞
に
あ
た
っ
て
の
視
点
・

知
識
の
用
意
は、

美
術
館
で
は
一

般
向
け
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク
と
し
て
実
践
し
て
お
り、

そ
の
効
果
も
実
証
さ
れ
て
い
る。

た
だ
し、

視
点
や
知
識
の
提

供
は、

あ
く
ま
で
も
鑑
賞
対
象
の
作
品
へ
と
再
び
目
を
向
け
さ
せ
る
し
く
み
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
の
課
題
で
も
あ
る
が、

過
分
の、

あ
る
い
は

不
適
切
な
知
識
の
提
供
は、

鑑
賞
者
を
作
品
か
ら
引
き
離
し
て
し
ま
う。

作
品
鑑
賞
を
二
の

次
に
し
た
調
べ
学
習
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
は
常
に
あ
る
だ
ろ
う。

稿
者
の
立
場
と
し
て
は、

あ
く
ま
で
も
画
像
と
い
う
複
製
で
鑑
賞
を
完
結
さ
せ
た
く
な
い
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と
い
う
の
が
本
心
で
あ
る。

だ
が、

中
学
生
は
こ
れ
か
ら
鑑
賞
に
取
り
組
む
年
代
に
あ
り、

今
後
の
鑑
賞
に
つ
な
げ
る
素
地
を
整
え
る
と
い
う
意
味
で
も
今
回
の
よ
う
な
授
業
は
進
め
た

い
。

鑑
賞
能
力
は
発
達
段
階
に
応
じ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て
鍛
え
る
こ
と
で、

少
し
ず

つ
向
上
し、

や
が
て
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

今
後
は、

実
際
の
展
示
と
連
動
し
た
授
業
の
進
め
方
や、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
活
用
方
法
に

つ
い
て
も
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

註
1

後
述
の
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
「
所
蔵
作
品
目
録
検
索
シ
ス
テ
ム」
や、

博
物
館・
美
術
館
に
お

け
る
資
料
情
報
シ
ス
テ
ム
と
複
数
の
館
で
の
情
報
共
有
の
た
め
の
基
盤
と
し
て、

東
京
国
立
博
物
館
が
中
心
と

な
っ
て―1
0
0
五
年
に
開
発
し
た
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
資
料
情
報
構
造
化
モ
デ
ル」
な
ど。

参
考
文
献
と
し
て、

村
田
良
二
「
東
京
国
立
博
物
館
の
収
蔵
品
管
理
シ
ス
テ
ム」『
ア
ー
ト
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究』(
16)

二
0
0
九
年、
pp.
11-
20
 

註
2

発
表
者

千
葉
市
立
大
宮
中
学
校
阿
部
真
紀
教
諭。

稿
者
は
助
言
者
と
し
て
登
壇
し
た。

註
3

山
根
佳
奈
「
学
校
と
の
連
携
事
業
に
関
す
る
考
察
S
千
葉
市
美
術
館
で
の
実
践
を
ふ
ま
え
て」r
千
葉
市

美
術
館
研
究
紀
要
採
蓮』
第
八
号（
二
0
0
五
年）、
pp.
2
9
-
4
1

註
4

全
て
の
教
員
が
何
ら
か
の
部
会
に
属
し、
例
会
は
勤
務
時
間
内
に
開
催
さ
れ
る。

註
5

市
立
中
学
校
の一一
年
生
全
員
を
対
象
と
し、

千
葉
市
美
術
館
の
所
蔵
作
品
の
中
か
ら
九
0
点
あ
ま
り
を

選
び、
ス
ラ
イ
ド
等
を
用
い
て
画
像
で
鑑
賞
す
る
授
業。

市
教
育
研
究
会
を
通
し
て
市
立
中
学
校
五
七
校
に
呼

び
か
け、
五
四
校（
次
年
度
初
め
に
実
施
し
た一
校
を
含
む）
が
参
加
し
た。
教
室
で
鑑
賞
す
る
作
品
は、

中
学

生
に
親
し
み
や
す
い
テ
ー
マ
や
美
術
館
の
収
集
方
針
を
ふ
ま
え、
画
像
で
の
鑑
賞
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
条
件
を

加
味
し
て
選
定（
教
室
で
は
ス
ラ
イ
ド
や
カ
ー
ド
で
の
鑑
賞
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め、

原
則
と
し
て
立
体
作

品
は
除
外
し
た）。
―――
つ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
分
野
に
つ
い
て、

房
総
ゆ
か
り
の
作
品
で
は
「
行
っ
て
み
た
い
・

見
て
み
た
い
千
葉
の
風
景」、

近
世
近
代
の
作
品
か
ら
は
「
ち
ょ
っ
と
昔
の
美
男・
美
女」、

現
代
美
術
作
品
か

ら
は
「
人」
を
テ
ー
マ
に
設
定
し、
点
数
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
慮
し
た。

註
6
「
学
習
者
が
主
体
的
に
学
ぶ
授
業」

ー
上
野
行一
氏
は、

対
話
に
よ
る
鑑
賞
の
ね
ら
い
を、
「
美
術
作
品

に
ま
つ
わ
る
歴
史
や
固
有
の
情
報
を
教
え
る
の
で
は
な
く、
作
品
に
対
す
る
自
分
の
見
方、
感
じ
方
や
考
え
方

を
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し、
対
話
を
通
し
て
個
々
の
見
方
や
価
値
意
識
を
深
め
た
り
広
げ
た
り
す
る

こ
と」
と
し
て
い
る。
上
野
行一
著
「
は
じ
め
に

対
話
に
よ
る
鑑
賞
の
授
業
が
め
ざ
す
も
の
S」『
対
話
に
よ

る
鑑
買
教
育
中
学
校
美
術
教
師
の
た
め
の
実
践
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク』、

光
村
図
書
出
版
株
式
会
社、
―1
01
0

年、
p.
3

註
7

同
p.
7

註
8

今
回
の
事
業
に
い
た
る
ま
で
の、

美
術
館
連
携
グ
ル
ー
プ
の
八
年
間
の
活
動
内
容
は
次
の
と
お
り。

平
成一
六
年
度

市
教
育
研
究
会
中
学
校
造
形
部
会
内
に
「
美
術
館
と
の
連
携
グ
ル
ー
プ」
発
足

平
成一
七
年
度
「
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
世
界
絵
本
原
画
展
S
広
が
る
絵
本
世
界」
に
あ
わ
せ
て
市
内
六
中

学
校
の
美
術
部
の
生
徒
が、

絵
本
の
制
作・
展
示
を
通
し
て
交
流

平
成一
八
年
度

国
内
の
美
術
館
と
学
校
の
連
携
事
業
に
つ
い
て、
先
行
事
例
を
調
査

平
成一
九
年
度

前
年
度
の
事
例
調
査
を
ま
と
め、

市
内
の
美
術
科
教
職
員
向
け
資
料
r
い
っ
て
み
た
い。

美
術
館＊』
を
発
行

平
成―-
0
年
度

市
立
中
学
校
の
二
年
生
を
対
象
と
し、
千
葉
市
美
術
館
の
所
蔵
作
品
の
中
か
ら
九
0
点
あ

ま
り
を
選
び、
ス
ラ
イ
ド
等
を
用
い
て
画
像
で
鑑
賞
す
る
授
業
を
実
施

平
成―
二
年
度

前
年
度
の
鑑
賞
授
業
の
成
果
を
反
映
さ
せ
た
所
蔵
作
品
展
「
こ
ん
な
作
品
あ
っ
た
よ
＊＊」

を
美
術
館
で
実
施

平
成
二
二
年
度

千
葉
市
立
大
宮
中
学
校
に
て
千
葉
市
美
術
館
の
作
品
検
索
シ
ス
テ
ム
「
浮
世
絵
デ
ー
タ
ベ

ー
ス」
を
利
用
し
た
鑑
賞
授
業
を
展
開

平
成
二
三
年
度
「
第
五一
回
関
東
甲
信
越
静
地
区
造
形
教
育
研
究
大
会」
で
研
究
発
表

＊
調
査
対
象
館
は一
七
館。

調
査
・
報
告
は
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー―
―
名
が
担
当。

発
行
11
千
葉
市
教
育
研

究
会
中
学
校
造
形
部
会

美
術
館
連
携
グ
ル
ー
プ
／
平
成一
九
年
六
月

＊＊
会
期

平
成
1―
一
年
六
月――
七
日
S
八
月
九
日

註
9

学
年
規
模
が
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず、

教
員
が
専
科
科
目
を
受
け
持
っ
た
め
ク
ラ
ス
ご
と
に
分
散
し

た
来
館
が
難
し
い
と
い
う
こ
と。

註
10

室
屋
泰
三
「
作
品
情
報
の
発
信
と
ア
ク
セ
ス」r
美
術
情
報・
資
料
の
活
用
ー
展
究
会
カ
タ
ロ
グ
か
ら

Web
ま
で（
全
国
美
術
館
会
議
情
報・
資
料
研
究
部
会
企
画
セ
ミ
ナ
l
m
予
稿
集）』
p.
26
／
編
集•
発
行
II

全
国
美
術
館
会
議
情
報・
資
料
研
究
部
会、
―1
0―
一
年

註
11

事
前
にiPhone
ま
た
はiPod
touch
の
端
末
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し、
国
立
西
洋
美
術
館
の
常
設
展
示
室

で
実
際
の
作
品
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
鑑
質
ガ
イ
ド
と
し
て
利
用
す
る
た
め
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン。
同
館
は

―1
0
0
七
·
二
0
0
八
年
度
に
わ
た
り
文
化
庁
か
ら
受
託
し
て
「
美
術
展
示
物
の
鑑
賞
を
助
け
る
音
声・
映
像

案
内
の
高
度
化
に
か
か
る
調
査
研
究」
に
取
り
組
ん
で
い
る。
監
修
11
国
立
西
洋
美
術
館、

制
作
II
N
H
K
エ

デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ナ
ル。

註
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前
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26
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号[[search.
a
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go.jp/

註
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号[]db.
a
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ai.
ac.jp/
(
公
開
状
況
は一
I

O

I

―一
年
六
月
現
在）

註
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h
号
[
[
W

g¥.
tn
m.jp/
modules/r
ーcollec
号n/?con
troller"
top

註
16

h
号�
ミ

www.
e
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m.jp/

註
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iPhone
版
が
二
0―
一
年一
月
二
0
日
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た。

学
校
の
授
業
で
も
活
用
し
て
ほ
し
い
と

の
こ
と。

註
18
-―
0―
一
年一一
月
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
っ
た
Google
社（
ア
メ
リ
カ）

の
「
Google

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト」
は、

世
界
各
国
の
美
術
館
の
名
品
・
優
品
を
検
索
し、

高
解
像
度

画
像
で
閲
覧
で
き
る
も
の
で
あ
る
が、

本
稿
執
筆
中
の
二
0-
―一
年
四
月
よ
り
規
模
が
拡
大
し、
新
た
に
日
本

か
ら
も
東
京
国
立
博
物
館
を
は
じ
め
と
す
る
六
館
が
加
わ
っ
た。

外
部
組
織
と
の
連
携
に
よ
る
所
蔵
品
情
報
の

公
開
の一
例
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い。

h
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/
 /
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google
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ro
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m/
 

32 



註
19

千
葉
市
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館
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所
蔵
品
数
は
一
、

七
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ニ
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平
成
ニ――一
年
度―
二
月
末
日
現
在）
で
あ
る
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管
理
用

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
点
数
で
登
録
し
て
い
る。

註
20

「
第
五
一

回

関
東
甲
佃
越
静
地
区
造
形
教
育
研
究
大
会」

レ
ジ
ュ

メ
よ
り、

五、

実
践
内
容（
1）
題
材

に
つ
い
て

註
21

浮
世
絵
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
作
家
で
探
す」

の
項
を
参
照。

註
22

鑑
質
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
こ
ん
な
作
品
あ
っ
た
よ」

は、

当
初
平
成
二
0
年
度
に
当
時
の
市
立
中
学
校
の
二

年
生
を
対
象
に
一

斉
授
業
を
実
施
し
た。
一

斉
実
施
以
降
も
授
業
を
行
う
か
ど
う
か
は、

各
教
師
に
委
ね
ら
れ

て
い
る。

註
23

授
業
で
使
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
盛
り
込
み、

終
了
後
に
生
徒
か
ら
回
収
し、

阿
部

教
諭
が
集
計
し
た
も
の。

註
24

「
第
五
一

回

関
東
甲
信
越
静
地
区
造
形
教
育
研
究
大
会」

研
究
発
表
後
の
質
疑
応
答
よ
り
抜
粋゚
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Project Report: An Experiment in Teaching Visual Appreciation 
through the Use of an Art Museum's Collection Database 

k皿a Yamane 

This article reports on a project jointly undertaken by the CCMA and middle schools within Chiba city 

that experimented with providing classroom access via the Internet to the CCMA Collection Database (system 

for searching CCMA collection list with visual images). Advances are being made in making museum infonna

tion, specifically databases or similar tools introducing art works, available to a broad spectrum of end-users, 

from researchers to the general public. These systems are being developed and organized in a variety of for

mats, including search engines to access textual data, as well as the viewing of high-resolution images. 

Discussions regarding how to create effective systems are flourishing, primarily within the field of muse

um information systems management. This article focuses on one application and the use of museum infonna

tion systems in an educational setting. 

This particular experiment was a joint research project developed by a team made up of CCMA staff mem

bers and middle school art teachers who are part of the Middle Schools Arts Subcom面ttee working group of 

the Chiba City Education Research Committee. It utilized the CCMA Ukiyoe Works Database (total 2,121 

items, of which 1,596 items have images). Curriculum plans were proposed and student worksheets developed. 

In my role as a museum educator, I prepared resources explaining art media, materials and formats along with 

tools for teaching visual appreciation. 

When reproductions of art works are used in classrooms as part of visual appreciation training, there is no 

opportunity for participants to personally experience the actual art work or to truly appreciate the actual materi

als and their specific qualities. Thus, would it not more meaningful to simply teach the skills for critical art ap

predation, namely learning how to learn visually and organize the information they gain in that process, so that 

participants can carry those skills with them to their next personal encounter with actual art works. Given this 

premise, the focus of this experiment was placed on learning how to read and interpret an art work on the basis 

of secondary materials and information. This meant that participants were shown how to find hints within a pic

ture to start their viewing experience and then enjoy the art work through learning how to read and interpret 

those clues. Using that learned critical appreciation of a first art work, the participant can use the database to 

expand their field of inquiry to related works, whether in terms of artist, period or subject matter. By observing 

art works via a single facet, such by the same artist or of the same type, the viewer can learn to organize their 

thoughts about style and standard ukiyoe iconographic conventions, and thus develop their ability to critically 

view, understand and appreciate. This method for investigating art works is particularly effective for art works 

such as ukiyoe prints, which are themselves rich troves of information on a range of subjects. 

Once knowledge and a method of looking has been given to viewers, there is no avoiding the fact that then 

the viewer must tum once again to look at the art work under consideration. If excessive or inappropriate infor

mation is given, there is the risk that a viewer will turn away from the art work and it will become simply a 

case of rote learning or appreciation. However, this experiment confirmed the value of focusing on the process 

of training middle school students to gradually look more closely and deeply at art works and thus hone their 

critical abilities. The provision of appropriate knowledge, viewpoint and starting points for their viewing expe

rience was an effective means of encouraging their interest in visual appreciation. Thus this study will contrib

ute important information for the future consideration of this issue. 

(Translated by Martha J. McClintock) 
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