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大町山岳博物館　創立60周年記念式典(平成23年11月3日)における､君塚仁彦先生による記念講演風景

6
 
1
年
目
か
ら
の
山
岳
博
物
館宮

野
　
典
夫

平
成
2
3
年
日
月
3
日
に
直
也
大
町
山
岳
博
物
館
創
立
0
0
周
年
記
念
式

典
が
挙
行
さ
れ
､
ご
来
賓
を
は
じ
め
約
1
6
0
人
の
皆
さ
ま
に
ご
参
列

を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
式
典
で
は
山
岳
博
物
館
の
足
跡
と
評
価
に
関
し

て
の
ご
講
演
を
重
恩
等
云
大
学
の
君
塚
仁
彦
教
授
に
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
｡先

生
の
お
言
葉
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
､
山
岳
博
物

館
が
誕
生
し
た
経
緯
は
日
本
の
博
物
館
活
動
の
中
で
も
先
駆
的
な
事
例

で
あ
り
､
山
岳
博
物
館
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
-
だ
き
っ
た
方
々
や
､
博
物

館
の
運
営
に
携
わ
っ
た
方
々
の
先
見
の
明
に
対
し
て
改
め
て
感
服
い
た

し
ま
し
た
｡
ま
た
､
山
岳
博
物
館
が
歩
ん
で
き
た
姿
は
､
大
き
-
社
会

に
貢
献
し
､
基
本
的
に
は
プ
レ
の
な
い
博
物
館
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
も

再
確
認
で
き
ま
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
ベ
ー
ス
が
あ
る
か
ら
こ
そ
､
大
町

市
民
も
博
物
館
の
職
員
も
山
岳
博
物
館
を
も
っ
と
誇
り
に
思
い
､
胸
を

は
っ
て
し
っ
か
り
と
突
き
進
ん
で
い
-
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
｡

こ
れ
か
ら
先
の
山
岳
博
物
館
活
動
を
進
め
る
に
は
､
ま
ず
､
当
館
の

存
重
恩
義
や
社
会
に
対
す
る
使
命
(
青
務
)
を
改
め
て
明
文
化
し
､
理
念
､

目
標
､
藁
方
針
を
皆
さ
ま
に
お
示
し
､
ご
理
解
い
た
だ
-
こ
と
で
す
｡

そ
の
上
で
襲
量
目
に
基
づ
い
た
事
業
計
画
を
着
実
に
実
施
し
て
い
か
な

-
て
ほ
な
ら
な
い
と
強
-
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
｡
そ
の
使
命
を
考

え
る
上
で
､
設
立
当
時
の
理
念
や
､
市
民
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
活
動
を

繰
り
広
げ
た
背
景
は
と
て
も
重
要
で
す
｡

6
1
年
目
か
ら
の
山
岳
博
物
館
を
始
動
す
る
に
あ
た
り
､
市
民
に
よ
る

市
民
の
た
め
の
山
岳
博
物
館
と
し
て
､
こ
れ
ま
で
以
上
に
市
民
と
の
協

働
の
精
神
を
基
軸
に
し
た
内
容
豊
か
な
活
動
を
展
開
し
て
い
-
所
存

で
す
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
館
長
)
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大
町
山
岳
博
物
館
の
過
去
S
現
在
看
未
来
(
下
)

君
塚
　
仁
彦

地
彊
博
物
館
-
射
撃
昌
活
動
へ
の
視
点

前
回
も
書
き
ま
し
た
が
､
私
の
研
究
課
題
の
一
つ

に
地
域
博
物
館
に
お
け
る
教
育
活
動
の
考
察
が
あ

り
ま
す
｡
そ
れ
ち
を
地
域
住
民
の
視
線
で
考
え
､

そ
の
こ
と
を
通
し
て
､
地
域
で
運
営
さ
れ
て
い
る
公

立
博
物
館
の
役
割
や
存
在
意
義
を
具
体
的
に
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
仕
事
の
一
つ
に
な
っ
て
い

ま
す
｡伊

藤
寿
朗
先
生
の
｢
博
物
館
学
｣
講
義
の
ノ
ー
ト
や

配
布
さ
れ
た
資
料
を
見
る
と
､
社
会
教
育
機
関
と
し

て
の
博
物
館
､
特
に
｢
地
域
博
物
館
｣
｢
博
物
館
の
教

育
活
動
｣
に
つ
い
て
は
､
自
然
史
や
歴
史
系
･
郷
土

系
の
博
物
館
が
事
例
と
し
て
数
多
-
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
し
た
｡
公
立
博
物
館
の
第
1
次
ブ
ー
ム
で
も

あ
っ
た
1
9
7
0
年
代
に
開
設
さ
れ
た
博
物
館
が
多

-
､
新
潟
県
の
十
日
町
市
博
物
館
(
1
9
7
9
年
開

鰭
)
や
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
(
1
9
7
4
年
開

鰭
)
､
川
崎
量
目
少
年
科
学
館
(
1
9
7
1
年
開
館
)
､

平
塚
市
博
物
館
(
1
9
7
6
年
開
館
)
な
ど
が
取
り
上

げ
ち
れ
て
い
ま
す
｡

そ
れ
以
前
で
は
､
愛
知
県
東
栄
町
に
あ
っ
た
御
国

高
原
自
然
学
習
村
(
1
9
4
8
年
開
館
)
､
神
奈
川
県

の
横
須
賀
市
自
然
･
人
文
博
物
館
(
1
9
5
9
年
開

鰭
)
､
千
葉
市
立
加
曾
利
貝
塚
博
物
館
(
1
9
6
6
年

開
館
)
､
東
京
都
高
尾
自
然
科
学
博
物
館
(
1
9
6
6

年
開
館
)
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
｡
1
9
5
-
年

開
館
の
大
町
山
岳
博
物
館
も
､
青
年
を
中
心
と
し
た

公
民
館
運
動
を
基
盤
に
設
立
さ
れ
､
自
然
観
察
講
座

や
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
飼
育
､
自
然
史
に
関
す
る
教
育
が

盛
ん
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
､
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
｡
1
9
7
0
年
代
後
半
の
社
会
教
育
関
係
の
雑
誌

に
は
､
そ
れ
ら
の
紹
介
や
そ
の
意
義
を
論
ず
る
論
説

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
れ
ら
の
博
物
館
は
､
市
町
村
な
ど
地
域
社
会
を

対
象
に
､
ま
た
博
物
館
が
対
象
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド

を
設
定
し
て
い
ま
す
｡
歴
史
学
や
民
俗
学
､
｢
セ
ミ
の

脱
け
殻
｣
や
｢
タ
ン
ポ
ポ
の
調
査
｣
な
ど
の
自
然
を
対

象
に
す
る
､
あ
る
い
は
岩
石
学
や
天
文
学
な
ど
を
核

に
､
｢
地
域
の
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
｢
情
報
拠
点
｣
｢
社
会

教
育
機
関
と
し
て
住
民
の
学
習
活
動
を
支
援
す
る
｣

｢
博
物
館
機
能
を
通
し
た
交
流
の
場
｣
と
い
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
出
し
､
実
の
あ
る
活
動
を
積
み
重
ね
て
い

ま
し
た
｡
そ
こ
で
中
心
軸
に
な
っ
た
の
は
､
多
-
の

人
び
と
が
一
度
は
子
供
時
代
に
｢
遊
び
｣
と
し
て
も
経

験
し
た
よ
う
な
こ
と
､
学
校
教
育
の
中
で
も
一
般
的

に
取
り
上
げ
ち
れ
､
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
裾
野
が

広
い
自
然
史
分
野
や
考
古
学
な
ど
を
対
象
と
す
る
も

の
で
し
た
｡
よ
く
言
わ
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

美
術
館
の
教
育
活
動
が
盛
ん
に
な
り
始
め
る
の
は
､

こ
の
動
き
に
や
や
遅
れ
1
9
8
0
年
代
に
な
っ
て
か

ら
の
こ
と
で
す
が
､
こ
れ
ら
の
活
動
に
は
､
博
物
館

の
中
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
内
容
と
教
育
的
な
発
想

と
が
あ
り
ま
し
た
｡
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通
し
て
､

す
で
に
街
づ
-
り
へ
の
視
点
や
人
々
の
交
流
拠
占
づ

く
り
な
ど
も
意
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡

し
か
し
同
時
に
､
博
物
館
の
現
場
で
は
｢
教
育
活
動

は
博
物
館
活
動
の
傍
流
で
あ
る
｣
と
公
言
し
て
や
ま
な

い
学
芸
員
た
ち
も
い
ま
し
た
｡
大
学
の
課
題
レ
ポ
ー

ト
を
書
-
た
め
に
訪
れ
た
博
物
館
で
は
､
教
育
活
動

に
つ
い
て
触
れ
る
と
か
な
り
キ
ツ
イ
言
葉
を
ぶ
っ
け

ら
れ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
｡
博
物
館
の
世
界
で
も
､

教
育
活
動
や
社
会
教
育
へ
の
認
識
は
､
ま
だ
ま
だ
未

熟
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
あ
り
ま

し
た
｡
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
今
で
も
あ
り
ま
す
｡
両

者
を
つ
な
ぐ
の
が
博
物
館
の
大
切
な
仕
事
な
の
で
す

が
､
こ
れ
は
研
究
と
教
育
を
切
り
分
け
て
_
し
ま
う
発

想
で
す
｡
そ
れ
で
も
1
9
7
0
年
代
か
ら
1
9
8
0

年
代
､
博
物
館
で
の
教
育
活
動
は
､
参
加
体
験
学
習

を
基
軸
と
し
て
顕
在
化
し
っ
つ
あ
り
ま
し
た
｡

自
然
史
分
野
に
お
け
る
｢
共
同
調
査
型
｣
と
も
言

う
べ
き
活
動
が
台
頭
し
始
め
た
の
も
こ
の
頃
で
す
｡

開
発
に
よ
る
自
然
破
壊
へ
の
危
惧
､
環
境
意
識
や
地

域
社
会
の
自
然
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
な
ど
も
あ

り
､
川
崎
市
青
少
年
科
学
館
の
市
民
協
働
の
自
然
調

査
､
横
須
賀
市
博
物
館
や
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館

の
活
動
も
大
き
-
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
｡
古
く
か

ら
展
開
さ
れ
て
き
た
山
博
の
活
動
も
こ
の
線
上
に
位

置
づ
け
ら
れ
ま
す
が
､
そ
こ
に
は
､
｢
市
民
の
学
習
権
｣

保
障
と
言
う
面
と
同
時
に
､
自
然
史
に
関
す
る
教
育

活
動
の
自
発
的
分
担
と
協
力
と
い
う
教
育
的
な
側
面

と
が
あ
り
ま
す
｡

当
時
の
博
物
館
学
研
究
者
の
な
か
で
､
伊
藤
先
生

ほ
ど
博
物
館
の
教
育
活
動
を
重
視
さ
れ
た
方
は
お
り

ま
せ
ん
｡
教
育
活
動
の
大
切
さ
は
誰
も
が
説
き
ま
す

が
､
各
地
の
博
物
館
の
実
情
を
踏
ま
え
て
博
物
館
学

の
中
に
教
育
活
動
の
実
践
的
研
究
軸
を
打
ち
立
て
た

点
､
そ
れ
は
伊
藤
先
生
の
重
要
な
功
績
で
あ
っ
た
と

考
え
て
い
ま
す
｡

公
立
博
物
館
を
め
ぐ
る
厳
し
い
湛
況

2
0
1
-
年
は
､
博
物
館
法
0
0
周
年
と
い
う
記
念

す
べ
き
年
で
あ
る
と
同
時
に
､
忘
れ
る
こ
と
の
で
き

な
い
東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
年
で
も
あ
り
ま
す
｡

い
ま
だ
大
勢
の
行
方
不
明
者
が
お
り
､
多
数
の
被
災

者
が
苦
難
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
｡
福
島
第

一
原
発
事
故
は
ま
だ
収
束
と
は
程
遠
い
状
況
に
あ
り

ま
す
｡
ほ
と
ん
ど
の
建
築
物
が
流
失
し
､
住
民
の
多

く
が
大
津
波
の
犠
牲
や
行
方
不
明
に
な
っ
た
地
域
も

あ
り
ま
す
｡
地
域
に
あ
る
多
-
の
博
物
館
や
文
化
財

が
被
災
し
､
建
物
や
展
示
に
甚
大
な
被
害
が
生
じ
た

り
､
所
蔵
資
料
が
散
乱
･
破
損
､
流
失
し
た
り
し
ま

し
た
｡岩

手
県
の
陸
前
高
田
市
立
博
物
館
の
よ
う
に
大
津

波
に
飲
み
込
ま
れ
､
館
内
は
瓦
礫
だ
ら
け
に
な
り
､

学
芸
員
を
は
じ
め
博
物
館
ス
タ
ッ
フ
全
員
が
犠
牲
に

な
っ
た
痛
ま
し
い
事
例
も
あ
り
ま
す
｡
現
在
､
全
国

2
5
の
博
物
館
に
よ
っ
て
同
館
資
料
の
修
復
が
行
わ
れ

て
い
る
そ
う
で
す
が
､
地
域
の
記
憶
装
置
､
社
会
教

育
の
場
と
し
て
の
博
物
館
が
､
大
震
災
や
失
わ
れ
た

地
域
の
記
憶
を
ど
の
よ
う
に
残
し
､
継
承
し
て
い
-

の
か
｡
ど
の
よ
う
な
文
化
創
造
を
行
っ
て
い
-
の
か
｡

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､
地
域
の
復
興
に
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
-
の
か
｡
地
域
に
お
け

る
公
立
博
物
館
の
真
価
は
､
今
後
､
ま
す
ま
す
問
わ

れ
て
い
-
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
｡

日
本
は
ま
さ
に
､
戦
後
最
大
の
混
乱
期
に
突
入
し

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
大
震

災
で
長
期
化
が
懸
念
さ
れ
る
構
造
的
な
不
況
だ
け
で

は
な
く
､
こ
こ
数
年
の
諸
政
策
は
格
差
社
会
を
生
み

出
し
､
指
定
管
理
者
制
度
な
ど
が
公
立
博
物
館
に
も

深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
｡
博
物
館
は
､
｢
冬
の

時
代
｣
を
通
り
越
し
て
｢
氷
河
期
｣
に
入
っ
た
と
表
現

す
る
大
き
え
い
ま
す
｡
2
0
1
0
年
､
戦
後
､
増
加

の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
国
内
の
博
物
館
数
が
初
め

て
減
少
に
転
じ
ま
し
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
新
聞
各
紙

で
も
比
較
的
大
き
-
報
じ
ら
れ
ま
し
た
(
『
朝
日
新
聞

記
事
､
｢
博
物
館
閉
館
の
波
･
乱
立
の
果
て
､
眠
る
館
｣
､

2
0
1
0
年
4
月
1
 
8
日
版
な
ど
)
｡
日
本
博
物
館
協
会

の
調
査
結
果
を
見
る
と
､
国
内
の
博
物
館
の
約
半
数

を
占
め
る
公
立
歴
史
系
博
物
館
の
減
少
が
目
立
っ
て
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が大切に保管されている｡

館物博と山

い
ま
す
｡
日
本
の
博
物
館
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
期

が
や
っ
て
き
て
い
ま
す
｡

2
0
0
8
年
の
政
府
統
計
に
よ
る
と
資
料
購
入
費

が
ゼ
ロ
と
い
う
博
物
館
が
5
6
%
と
初
め
て
全
体
の
半

数
を
越
え
ま
し
た
｡
｢
平
成
の
大
合
併
｣
に
よ
る
自
治

体
数
の
減
少
で
､
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
も
市
町
村
レ
ベ

ル
の
地
方
自
治
体
の
深
刻
な
事
例
が
報
じ
ら
れ
て
い

ま
す
｡
合
併
の
余
波
を
受
け
て
専
従
の
職
員
も
お
ら

ず
､
シ
ャ
ッ
タ
ー
も
下
り
た
ま
ま
で
事
実
上
｢
休
館
｣

に
な
っ
て
い
る
地
方
の
公
立
博
物
館
の
事
例
が
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
｡
｢
平
成
の
大
合
併
｣
だ
け
で
は
な
-
､

現
今
の
厳
し
い
経
済
･
財
政
状
況
が
長
-
継
続
し
続
け

る
状
況
の
中
で
､
自
治
体
や
企
業
が
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ

ス
ト
の
か
か
る
博
物
館
を
休
館
や
統
廃
合
､
あ
る
い

は
開
館
し
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
す
｡
経
済
学
の

用
語
で
あ
っ
た
は
ず
の
｢
選
択
と
集
中
｣
が
､
行
政
改

革
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

財
政
状
況
の
厳
し
い
地
方
自
治
体
で
は
､
公
立
博

物
館
運
営
を
｢
選
択
｣
し
な
い
事
例
も
増
え
て
き
て
い

ま
す
｡
こ
の
よ
う
に
公
立
博
物
館
を
縮
減
す
る
方
向

性
は
市
町
村
に
お
い
て
目
立
ち
ま
す
が
､
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
､
県
レ
ベ
ル
で
も
顕
著
で
あ
る
こ
と
に
そ

の
深
刻
さ
が
伺
え
ま
す
｡
大
幅
な
赤
字
財
政
で
博
物

館
の
廃
止
や
統
合
を
打
ち
出
し
た
大
阪
府
､
文
化
会

館
･
博
物
館
等
の
廃
止
を
打
ち
出
し
た
滋
賀
県
､
か

っ
て
壁
也
博
物
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
誇
っ
た
千
葉
県
･

埼
玉
県
は
､
大
幅
な
博
物
館
の
統
廃
合
と
地
元
自
治

体
へ
の
移
譲
な
ど
の
施
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
､
大
町
山
岳
博
物
館
の
よ
う
に
0
0
歳

つ
ま
り
｢
還
暦
｣
を
迎
え
る
こ
と
な
-
廃
館
や
統
合
に

な
っ
た
館
が
こ
こ
数
年
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
｡
要
は
､
博
物
館
を
設
置
し
運
営
す
る
自
治

体
が
､
市
民
生
活
に
お
け
る
公
立
博
物
館
の
持
つ
価

値
や
目
的
を
､
自
分
た
ち
の
言
葉
や
文
脈
で
深
-
描

り
下
げ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
な
の
だ
と
思
い

ま
す
｡し

か
し
､
地
域
社
会
に
根
付
い
た
博
物
館
に
は
､

寄
贈
や
寄
託
さ
れ
る
資
料
や
文
化
財
な
ど
も
少
な
-

あ
り
ま
せ
ん
｡
ま
た
､
大
町
山
岳
博
物
館
の
よ
う
に

｢
地
域
自
然
の
保
護
｣
や
｢
自
然
史
資
料
の
収
集
｣
｢
環

境
デ
ー
タ
バ
ン
ク
｣
の
よ
う
な
存
在
､
地
域
社
会
か
ら

の
ニ
ー
ズ
､
言
い
換
え
れ
ば
､
自
然
環
境
も
含
め
た

｢
地
域
資
料
の
保
管
庫
｣
｢
地
域
社
会
の
記
憶
庫
｣
と

し
て
の
期
待
や
存
在
意
義
が
改
め
て
示
さ
れ
る
ケ
ー

ス
も
全
国
で
相
次
い
で
い
ま
す
｡
博
物
館
が
収
蔵
し

て
い
る
資
料
や
文
化
財
の
今
後
の
保
存
管
理
体
制
も

心
配
さ
れ
て
お
り
､
｢
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
?
｣
と

い
う
声
も
強
-
上
が
り
始
め
て
い
ま
す
｡
歴
史
資
料

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
自
然
史
関
係
の
重
要
資
料

の
保
存
や
管
理
も
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
｡
だ
か
ら
こ

そ
､
こ
こ
で
今
一
度
､
地
域
に
根
付
い
た
公
立
博
物

館
の
役
割
や
意
義
を
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
必

要
が
あ
り
ま
す
｡
公
立
博
物
館
は
､
｢
記
憶
庫
｣
や
｢
保

管
庫
｣
で
あ
る
と
共
に
､
私
た
ち
の
生
活
や
個
々
の
人

生
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
う
る
の
か
?
と
い

う
問
い
を
立
て
る
こ
と
｡
危
機
的
状
況
の
今
だ
か
ら

こ
そ
､
敢
え
て
そ
の
こ
と
を
前
向
き
に
､
し
か
も
地

域
の
文
脈
に
則
し
て
深
-
考
え
る
絶
好
の
機
会
か
も

し
れ
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
｡

山
博
か
ら
学
ぶ
公
立
博
物
館
の
底
力
へ
期
待
す
る
も
の

し
か
し
､
大
町
山
岳
博
物
館
の
入
館
者
数
を
見

る
と
､
ピ
ー
ク
時
の
昭
和
0
0
年
(
1
9
8
5
年
)

の
9
万
人
を
ピ
ー
ク
に
､
私
が
大
町
に
よ
-
通
っ
て

い
た
平
成
8
年
度
の
5
1
8
1
0
人
へ
､
昨
年
度
は

1
6
2
8
7
人
へ
と
､
そ
の
数
を
徐
々
に
減
ら
し
､

こ
こ
数
年
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
す
｡
た
だ
昨
今
の
社
会

状
況
を
考
え
れ
ば
健
闘
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
博

物
館
を
め
ぐ
る
近
年
の
厳
し
い
状
況
は
先
に
述
べ
た

通
り
で
す
が
､
入
館
者
数
減
と
い
う
現
実
は
､
大
町

も
例
外
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
｡

今
回
の
博
物
館
法
改
正
で
は
､
博
物
館
運
営
評
価

が
各
館
に
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
数
字
で

示
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
一
見
分
か
り
や
す
-
､
入
館
者

数
が
評
価
指
標
の
重
要
な
一
部
に
な
る
こ
と
は
事
実

で
す
｡
し
か
し
､
公
立
博
物
館
を
評
価
す
る
と
き
に
､

私
は
数
字
に
表
れ
な
い
よ
う
な
部
分
こ
そ
が
大
切
な

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
｡
あ
る
文
化
経
済

学
者
が
､
｢
博
物
館
の
活
動
で
､
数
字
で
表
現
で
き
な

い
も
の
は
な
い
｣
と
言
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
の

を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
､
山
博
の
草
創
期

の
先
人
の
言
葉
か
ろ
ば
､
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
う

思
想
や
言
葉
が
聞
か
れ
ま
す
｡
1
9
6
0
年
､
昭
和

3
5
年
的
月
3
 
1
日
に
刊
行
さ
れ
た
『
山
と
博
物
館
』
博
物

館
創
立
1
 
0
周
年
記
念
号
を
読
む
と
､
草
創
期
の
基
礎

を
作
ら
れ
た
方
々
､
例
え
ば
､
古
川
潔
先
生
､
阿
部

酉
与
先
生
､
羽
田
健
三
先
生
た
ち
が
今
後
の
山
博
に

対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や
見
解
､
希
望
に
つ
い
て

交
流
や
連
携
を
目
指
す
発
想
､
｢
人
｣
や
｢
地
域
｣
を
大

切
に
す
る
発
想
が
強
-
見
ち
れ
ま
す
｡

博
物
館
の
学
術
的
な
機
能
で
あ
る
調
査
研
究
の
部

分
は
し
っ
か
り
と
固
め
た
上
で
､
蟄
目
の
み
な
ら
ず
､

観
光
へ
の
視
点
も
盛
り
込
み
な
が
ら
議
論
が
展
開
し

て
い
き
ま
す
が
､
｢
山
博
お
も
し
ろ
ミ
ニ
ゼ
ミ
｣
や
現

在
も
友
の
会
と
連
携
し
て
行
わ
れ
て
い
る
｢
小
鳥
の
声

を
聞
く
会
｣
な
ど
は
､
山
博
が
山
博
で
あ
る
所
以
そ
の

も
の
､
博
物
館
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
基
礎
･
基
盤

と
で
も
い
う
べ
き
活
動
な
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

そ
し
て
大
切
な
の
は
､
山
博
で
学
ん
だ
人
び
と
の

そ
の
後
で
す
｡
子
ど
も
時
代
の
学
び
と
成
長
に
と
っ

て
､
自
然
と
の
か
か
わ
り
は
極
め
て
重
要
で
す
｡
そ

の
媒
介
役
を
果
た
し
て
い
る
山
博
が
､
あ
る
人
の
人

生
に
と
っ
て
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
存
在
に
な
っ

て
い
る
｡
そ
ん
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
｡
私
と
山
博
の
歴
史
､
山
岳
博
物
館
を
通
し
た
自

分
史
｡
そ
れ
を
自
分
自
身
の
な
か
に
お
持
ち
に
な
っ

て
い
る
市
民
も
か
な
り
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

発
言
さ
れ
て
い

ま
す
｡
そ
こ
に

は
､
｢
自
然
と

人
｣
と
｢
山
岳
と

人
｣
､
｢
人
と
人
｣

と
を
結
ん
で
い

く
よ
う
な
発
想

が
随
所
に
見
ら

れ
ま
す
｡
こ
の

頃
､
す
で
に
学

校
教
育
と
の
連

携
や
地
域
の
山

岳
団
体
､
全
国

の
山
岳
団
体
や

自
然
関
係
団
体

の
人
び
と
と
の
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館物悼と山

ま
す
｡
市
民
が
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
博
物
館
と
関

わ
っ
た
の
か
と
い
う
資
料
は
多
-
は
あ
り
ま
せ
ん

が
､
よ
-
見
れ
ば
､
そ
こ
に
｢
人
｣
と
し
て
の
成
長
を

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
小
学
生
が
リ
ピ
ー
タ
ー

と
し
て
毎
週
の
よ
う
に
博
物
館
に
通
う
｡
小
学
生
が

気
軽
に
通
え
る
こ
と
､
そ
の
点
に
も
公
立
博
物
館
の

意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
博
物
館
は
人
の
学
び
や
成
長
を
支
え

て
い
る
｡
そ
の
こ
と
を
地
域
の
中
で
再
認
識
す
る
こ

と
が
､
今
こ
そ
大
切
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
す
｡
も
ち

ろ
ん
か
つ
て
の
私
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
､
一
過

性
の
観
光
客
も
大
事
で
す
､
観
光
客
の
リ
ピ
ー
タ
ー

も
大
切
で
す
､
で
す
が
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
､
山

博
を
楽
し
み
､
山
博
で
学
ん
で
い
る
市
民
､
か
つ
て

子
供
だ
っ
た
市
民
だ
と
思
い
ま
す
｡
山
博
を
通
し
て

大
町
を
誇
り
に
思
え
る
市
民
の
皆
さ
ん
だ
と
思
う
の

で
す
｡草

創
期
の
先
人
も
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
､
地

域
文
化
の
創
造
を
支
え
る
の
は
｢
人
｣
で
あ
り
ま
す
｡

よ
-
見
れ
ば
､
博
物
館
に
は
､
学
び
､
楽
し
み
､
成

長
す
る
人
々
の
姿
が
あ
り
ま
す
｡
そ
の
形
は
一
様
で

な
-
て
も
よ
い
の
で
す
｡
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
が
あ

り
､
楽
し
み
が
あ
り
､
学
び
が
あ
る
｡
も
の
や
情
報

を
通
し
た
博
物
館
の
｢
学
び
｣
は
奥
深
い
も
の
で
す
｡

数
年
に
一
度
､
受
託
者
が
変
わ
る
指
定
管
理
者
制
度

で
の
博
物
館
経
営
で
は
一
時
的
な
ま
ね
ご
と
は
可
能

で
も
､
こ
の
よ
う
な
中
長
期
的
な
視
野
に
基
づ
-
冒

的
や
計
画
､
活
動
は
難
し
い
｡
お
そ
ら
-
実
施
不
可

能
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
公
立

で
あ
る
こ
と
の
意
義
が
あ
り
､
そ
こ
で
問
わ
れ
て
-

る
の
か
学
芸
員
の
姿
勢
だ
と
思
い
ま
す
｡

市
民
､
行
政
､
学
校
な
ど
地
域
社
会
の
役
に
立
つ

博
物
館
に
し
て
い
-
こ
と
に
労
を
惜
し
ん
で
い
な
い

か
､
し
か
も
一
方
で
資
料
を
着
実
に
収
集
し
､
そ
の

情
報
を
取
り
出
し
や
す
い
形
で
蓄
積
し
市
民
に
提
供

し
続
け
て
い
る
か
､
そ
の
困
難
な
仕
事
に
前
向
き
に

取
り
組
ん
で
い
る
か
｡
評
価
と
言
う
な
ら
ば
､
そ
う

い
う
目
で
博
物
館
を
自
己
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
の
で
す
｡
自
然
環
境
や
文
化
財
に
つ
い
て

憲
実
に
情
報
を
集
め
る
こ
と
､
山
博
の
活
動
を
通
し

て
そ
れ
を
公
平
に
公
開
す
る
こ
と
､
そ
れ
が
市
民
の

力
と
結
び
つ
-
こ
と
で
､
自
然
環
境
や
歴
史
遺
産
の

保
護
･
保
全
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

る
と
信
じ
て
い
ま
す
｡
地
域
博
物
館
の
第
一
世
代
と

も
言
う
べ
き
人
々
の
姿
が
遠
-
な
り
つ
つ
あ
る
今
､

改
め
て
社
会
教
育
･
生
涯
学
習
の
場
と
し
て
の
公
立

博
物
館
の
存
在
意
味
と
意
義
を
考
え
る
こ
と
の
大
切

さ
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
大
町
山
岳
博
物
館

は
､
公
立
博
物
館
の
底
力
を
感
じ
さ
せ
て
-
れ
る
日

本
の
代
表
的
な
館
で
あ
る
､
こ
れ
か
ら
も
そ
う
あ
り

続
け
る
と
強
-
思
っ
て
い
ま
す
｡
心
か
ら
の
期
待
を

結
び
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
｡

最
後
に
も
う
一
つ
､
山
博
で
人
生
を
決
め
た
学
生

の
話
を
さ
せ
て
-
だ
さ
い
｡
こ
こ
に
1
枚
の
写
真
が

あ
り
ま
す
｡
お
そ
ろ
-
1
9
9
6
(
平
成
8
)
年
の
1
 
2

月
か
1
9
9
7
(
平
成
9
)
年
の
1
月
あ
た
り
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
､
右
上
後
方
に
一
人
の
男
子

大
学
院
生
が
い
ま
す
｡
岸
由
一
郎
君
と
言
い
ま
す
｡

彼
は
こ
の
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
数
時
間
前
に
､
3
階

展
望
室
か
ら
の
北
ア
ル
プ
ス
の
大
展
望
を
見
な
が

･
ち
､
今
は
鉄
道
博
物
館
と
な
っ
た
垂
只
神
田
の
｢
交
通

博
物
館
｣
へ
の
就
職
を
決
め
ま
す
｡
学
生
時
代
か
ら
ア

マ
チ
ュ
ア
の
鉄
道
研
究
者
と
し
て
全
国
レ
ベ
ル
で
そ

の
名
が
知
ら
れ
､
廃
車
さ
れ
た
地
方
鉄
道
車
両
の
保

存
活
動
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
や
っ
て
い
ま
し
た
｡
私

の
ゼ
ミ
に
い
た
と
き
に
､
修
士
論
文
を
き
ち
ん
と
ま

と
め
る
た
め
に
留
年
す
る
か
､
就
職
の
声
の
か
か
っ

た
交
通
博
物
館
へ
の
道
を
歩
む
か
を
決
め
か
ね
､
悩

み
抜
い
て
､
ゼ
ミ
の
調
査
先
の
大
町
ま
で
､
夜
行
急

行
｢
ア
ル
プ
ス
｣
に
乗
っ
て
相
談
に
き
た
の
で
す
｡
そ

の
時
､
修
士
論
文
執
筆
で
調
査
メ
ン
バ
ー
か
ら
外
れ

て
い
た
彼
が
､
朝
方
ひ
ょ
っ
こ
り
山
博
に
現
れ
た
の

で
す
｡
真
面
目
な
彼
は
交
通
博
物
館
へ
の
就
職
を
断

ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
｡
滅
多
に
あ
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
｡
こ
れ
を
断
ら
せ
て
は
い
け
な
い
と
考
え

た
私
は
､
そ
の
時
､
大
町
山
岳
博
物
館
の
学
芸
員
さ

ん
の
姿
を
見
て
み
て
ほ
し
い
､
岸
君
は
何
度
も
大
町

に
来
て
い
る
か
ら
､
現
場
で
働
き
な
が
ら
学
ぶ
姿
､

学
び
な
が
ら
働
-
姿
､
そ
こ
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
大
き

い
の
で
は
な
い
か
と
諭
し
ま
し
た
｡
二
人
で
北
ア
ル

プ
ス
の
雄
大
な
光
景
を
見
な
か
ら
決
断
を
促
し
ま
し

た
｡
そ
し
て
､
彼
は
交
通
博
物
館
へ
学
芸
員
と
し
て

就
職
し
､
修
士
論
文
も
提
出
し
ま
し
た
｡
そ
の
後
の

活
躍
は
､
本
の
執
筆
や
鉄
道
博
物
館
時
代
の
テ
レ
ビ

番
組
の
出
演
な
ど
､
多
-
の
鉄
道
フ
ア
ン
が
知
っ
て

い
ま
す
｡

そ
の
彼
が
､
今
か
ら
3
年
前
の
2
0
0
8
(
平
成

8
)
年
6
月
に
発
生
し
た
｢
宮
城
･
岩
手
内
陸
地
震
｣

で
遭
難
し
､
大
規
模
土
石
流
に
埋
ま
っ
て
亡
-
な
り

ま
し
た
｡
駒
の
湯
温
泉
で
の
不
幸
な
､
突
然
の
死
｡

3
6
歳
で
し
た
｡
栗
原
電
鉄
の
保
存
活
用
に
関
す
る
会

議
出
席
の
た
め
､
そ
こ
に
宿
泊
し
て
い
た
の
で
す
｡

ニ
ュ
ー
ス
で
見
た
と
き
に
は
信
じ
ら
れ
ず
､
そ
の
後

の
葬
儀
ま
で
の
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
新
聞
･
テ
レ
ビ

で
大
き
-
報
道
さ
れ
ま
し
た
の
で
､
ご
記
憶
の
方
も

い
る
と
思
い
ま
す
が
､
本
当
に
優
秀
で
若
-
､
惜
し

い
人
を
亡
-
し
ま
し
た
｡
今
で
も
無
念
で
す
｡

こ
の
写
真
は
､
私
の
研
究
室
に
飾
り
続
け
て
い
る

も
の
で
す
｡
彼
の
人
生
を
決
め
た
場
所
｡
そ
れ
が
山

博
で
し
た
｡
彼
は
､
私
と
も
ど
も
何
度
も
通
っ
た
大

町
の
皆
さ
ん
､
山
博
の
皆
さ
ん
に
も
本
当
に
よ
-
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
お
祝
い
の
場
に
相
応
し
-
な

い
話
を
出
す
の
も
躊
躇
し
ま
し
た
が
､
彼
も
山
博
が

大
好
き
で
し
た
｡
北
ア
ル
プ
ス
を
背
景
に
走
る
大
糸

線
が
大
好
き
で
し
た
｡
山
博
で
の
こ
と
は
そ
の
後
二

人
の
間
で
よ
-
話
題
に
な
り
ま
し
た
｡
彼
は
大
町
､

山
博
に
は
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
専

門
分
野
は
異
な
り
ま
す
が
､
人
を
大
切
に
し
た
彼
の

学
芸
活
動
は
､
明
ら
か
に
山
博
の
活
動
や
姿
勢
か
ら

の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
｡
彼
も
ま
た
山
博
に
育
て

て
い
た
だ
い
た
人
材
の
一
人
で
す
｡
そ
の
こ
と
を
大

町
の
皆
様
に
お
伝
え
し
た
-
､
ま
た
山
博
に
改
め
て

御
礼
申
し
上
げ
､
筆
を
摘
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
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