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・学芸員資格取得までの流れ

学芸員課程の基本の『き』　

学芸員資格取得要件（文芸学部生のみ対象）

成城大学で学芸員資格を取得するためには、まず学芸員課程に登録し、各種ガイダンスに出席したうえで、①と②を満たす必要があります。

①「必修科目」19 単位、「選択科目」を２系列以上にわたって８単位以上修得

② 学部を卒業（学士の学位を取得）する

大学院生の場合は、①を満たした時点で資格が取得できます。

なお、「必修科目」のうち、博物館実習については、学内での講義のほか、博物館や美術館等で実習を行う必要があります。

※詳細は文芸学部「履修の手引」を参照してください。

学 芸 員 課 程 カ リ キ ュ ラ ム

１
年
次

２
年
次

３
年
次

４
年
次

学芸員課程登録説明会
3 月

博物館学芸員課程費
5,000 円納入

学芸員課程科目の
履修登録

学芸員課程科目の
履修登録

学芸員資格証明書交付
（学位記授与式の日に

教務部にて配付）

学芸員資格取得者発表
3 月

学芸員課程科目の履修登録（3
年次に「博物館実習」を履修す
るためには、学芸員課程必修科
目のうち「博物館概論」および「博
物館教育論」を含む 8 単位の
修得が必要）

博物館実習先開拓ガイダンス
(10 月～11月)

博物館実習先の開拓

博物館実習 次年度履修許可者
発表（3 月）

学芸員資格取得の最大の関門となるのが博物館実習です。博物館実習先については、各学生の希望に
基づき、学内選考や各館園での選考の後、決定されます。事前に様々な館園を訪問し、特色や展示方
法等を学ぶとともに、履歴書の書き方や自己 PR、志望動機など事前に準備をしておきましょう。

令和５年度　博物館実習先館園（予定）
足利市立美術館　岩手県立博物館　永青文庫　香川県立ミュージアム　賀川豊彦記念松沢資料館　葛飾区郷土と天文の博物館　川崎市立日本民家園　
群馬県立館林美術館　さいたま市立博物館　相模原市立博物館　芝山町立芝山古墳・はにわ博物館　シルク博物館　世田谷区立郷土資料館　世田谷
文学館　茅ヶ崎市美術館　千葉県立関宿城博物館　東京国立博物館　東京都江戸東京博物館　東京都現代美術館　遠山記念館　日本民藝館　練馬区
立美術館　東村山ふるさと歴史館　平塚市美術館　府中市美術館　目黒寄生虫館　山梨県立博物館
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頭
巻言 岩

佐
光
晴

成
城
大
学
文
芸
学
部
教
授

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
学
芸
員
と
い
う

仕
事
」
に
寄
せ

て

本
学
の
文
芸
学
部
に
学
芸
員
課
程
が
設
立

さ
れ
て
、
本
年
で
五
十
周
年
を
迎
え
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た

の
は
、
昨
年
の
九
月
に
行
わ
れ
た
本
誌
の
編

集
会
議
の
席
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
設
立
以

来
、
本
学
は
数
多
く
の
学
芸
員
を
世
に
送
り

出
し
て
き
た
が
、
現
在
も
本
学
出
身
の
学
芸

員
は
全
国
の
美
術
館
・
博
物
館
を
中
心
に
活

躍
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
内
外
に
誇
れ

る
本
学
の
良
き
伝
統
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
の
機
会
に
、
本
学

出
身
の
現
役
の
学
芸
員
を
招
い
て
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
行
い
、
本
学
に
学
芸
員
課
程
が
設
立

さ
れ
た
意
義
を
再
確
認
し
て
は
ど
う
か
と
い

う
意
見
が
出
さ
れ
、
話
と
し
て
大
変
盛
り
上

が
っ
た
。

　

当
初
は
本
学
出
身
の
学
芸
員
経
験
者
が
一

堂
に
会
し
て
の
親
睦
の
機
会
と
し
、
あ
わ
せ

て
現
役
の
学
生
と
の
交
流
の
場
と
な
る
こ
と

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
が
、
本
年
は
ま
た
文

芸
学
部
創
設
七
十
周
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
そ
の
記
念
事
業
の
一
環

と
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
記

念
事
業
は
高
校
生
を
対
象
に
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
現
役
の
学
生

も
含
め
て
、
一
般
に
は
馴
染
み
の
少
な
い
学

芸
員
と
い
う
仕
事
の
内
容
と
そ
の
魅
力
に
つ

い
て
、
理
解
を
深
め
る
機
会
と
す
る
こ
と
に

方
針
を
転
換
し
た
。

　
「
学
芸
員
」
や
「
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
」
と
い
う

言
葉
は
、
私
が
学
生
の
頃
と
比
べ
れ
ば
、
世

の
中
に
大
分
浸
透
し
て
き
て
は
い
る
が
、
そ

の
仕
事
の
内
容
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き

る
一
般
の
人
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
前
号
の
巻
頭
言
で
も
書
い
た
よ

う
に
、
学
芸
員
の
仕
事
は
美
術
作
品
な
ど
の

資
料
の
収
集
、
保
管
、
展
示
、
調
査
研
究
や

関
連
業
務
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
そ
の

内
容
を
一
言
で
説
明
す
る
こ
と
が
な
か
な
か

難
し
い
こ
と
が
そ
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
学
芸
員
と
い
う
仕
事
は

専
門
性
が
高
い
た
め
に
、
学
芸
員
と
し
て
就

職
す
る
た
め
に
は
、
大
学
院
で
さ
ら
に
学
ぶ

必
要
が
あ
り
、
一
般
の
学
生
に
は
労
力
的

に
も
経
済
的
に
も
か
な
り
ハ
ー
ド
ル
が
高
く

な
っ
て
し
ま
い
、
ま
す
ま
す
馴
染
み
の
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
苦
労
を
経
て
も
学
芸
員
の

仕
事
に
は
計
り
知
れ
な
い
魅
力
や
面
白
さ
が

あ
る
こ
と
を
、
学
芸
員
出
身
の
私
と
し
て
は
、

多
く
の
学
生
に
伝
え
た
い
と
い
う
強
い
思
い

が
あ
る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、

高
校
生
に
は
、
世
の
中
に
は
学
芸
員
と
い
う

魅
力
的
な
職
業
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し

て
い
た
だ
く
こ
と
、
そ
し
て
本
学
の
学
生
に

は
、
多
く
の
学
芸
員
を
輩
出
し
て
き
た
本
学

の
古
き
良
き
伝
統
に
連
な
る
人
が
一
人
で
も

多
く
出
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
は
本

誌
の
編
集
を
創
刊
号
か
ら
手
掛
け
て
い
た
だ

い
て
い
る
、
本
学
出
身
の
篠
原
聡
さ
ん
（
東

海
大
学
准
教
授
。
現
在
、
本
学
の
学
芸
員
課

程
科
目
も
担
当
）
と
吉
井
大
門
さ
ん
（
横
浜

市
歴
史
博
物
館
学
芸
員
）
に
お
願
い
し
た
。

登
壇
者
は
い
ず
れ
も
本
学
の
文
芸
学
部
及
び

大
学
院
文
学
研
究
科
の
出
身
者
で
構
成
し
た
。

高
橋
真
作
さ
ん
（
東
京
国
立
博
物
館
）
と
大

城
茉
里
恵
さ
ん
（
栃
木
県
立
美
術
館
）
は
博

物
館
や
美
術
館
で
、
玄
蕃
充
子
さ
ん
（
文
化

庁
）
は
文
化
財
に
関
わ
る
行
政
機
関
で
、
田

井
慎
太
郎
さ
ん
（
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
）

は
企
業
の
文
化
事
業
部
門
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
。
学
芸
員
の
仕
事
は
博
物
館
・
美
術
館
に

限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
や
地
方
自
治

体
の
文
化
財
行
政
、
さ
ら
に
は
一
般
企
業
の

文
化
事
業
へ
と
多
様
な
広
が
り
を
示
し
て
い

る
。
様
々
な
舞
台
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
諸
先

輩
の
話
を
通
し
て
、
多
く
の
高
校
生
や
大
学

生
に
、
学
芸
員
の
仕
事
に
興
味
を
持
っ
て
い

た
だ
く
機
会
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
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Case1special feature

栃木県立美術館

る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
の
で
す
。
芸
術
学
科
の
先
生

方
は
熱
心
で
丁
寧
な
指
導
を
し
て
く
だ
さ
り
、
芸
術

に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
私
も
深
い
理
解
と
知

識
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
編
入
学
か
ら
わ
ず

か
二
年
で
卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
先
生
方
の
指
導
の
お
か
げ
で
す
。

大
学
院
で
は
修
士
が
二
年
し
か
な
い
の
で
、
一
年

目
に
美
術
館
の
就
職
活
動
に
備
え
よ
う
と
思
い
、
国

立
西
洋
美
術
館
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
参
加
し
ま

し
た
。
美
術
史
に
つ
い
て
は
大
学
院
の
授
業
で
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
美
術
館
で
の
実
務
に
つ
い
て

は
や
は
り
現
場
に
飛
び
込
む
の
が
一
番
で
す
。
私
は

美
術
館
の
活
動
の
中
で
も
教
育
普
及
に
関
心
が
あ
っ

た
の
で
、
活
動
が
盛
ん
な
国
立
西
洋
美
術
館
で
イ
ン

タ
ー
ン
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
美
術

館
教
育
の
理
論
と
実
際
を
学
び
、
夏
休
み
中
に
は
小

中
学
生
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
す
る
な
ど
、
貴
重

な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
が
学
芸
員
と
い
う
仕
事
を
知
っ
た
の
は
高
校
生

の
と
き
に
参
加
し
た
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
資

格
課
程
の
説
明
会
に
出
た
と
き
で
す
が
、
漠
然
と

博
物
館
施
設
で
仕
事
を
し
て
み
た
い
と
い
う
気
持

ち
は
あ
り
ま
し
た
。
小
学
生
の
と
き
に
不
登
校
を

し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
学
校
に
行

け
な
い
と
き
に
先
生
が
休
日
に
動
物
園
や
科
学
博

物
館
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
博
物
館
施

設
は
資
料
を
展
示
す
る
だ
け
で
な
く
教
育
機
関
で

も
あ
り
ま
す
。
先
生
は
学
校
以
外
に
も
学
ぶ
場
所

が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
、
私
の
世
界
は
広
が

り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
何
か
を
調
べ
て
博
物
館

に
行
く
こ
と
が
好
き
に
な
り
、
勉
強
す
る
こ
と
が

と
て
も
楽
し
く
な
り
、
ま
た
頑
張
っ
て
学
校
に
行

っ
て
み
よ
う
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

ん
な
世
界
を
広
げ
て
く
れ
た
博
物
館
施
設
と
先
生

に
恩
返
し
が
し
た
い
、
私
み
た
い
に
困
っ
て
い
る

子
ど
も
が
い
た
ら
力
に
な
り
た
い
と
い
う
想
い
か

ら
学
芸
員
を
目
指
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
学
芸

員
は
狭
き
道
で
就
職
活
動
は
難
航
し
ま
し
た
が
、

成
城
大
学
で
は
学
芸
員
出
身
の
先
生
も
お
り
、
先

生
方
の
力
添
え
も
あ
っ
て
学
芸
員
の
職
を
得
る
こ

私
は
元
々
、
別
の
大
学
で
英
文
学
と
言
語
学
を
学

ん
で
卒
業
し
て
か
ら
成
城
大
学
に
来
ま
し
た
。
大
学

三
年
生
の
と
き
に
、
文
学
の
授
業
で
不
思
議
な
挿
絵

に
出
会
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
美
術
を
学
べ
る
大

学
で
挿
絵
を
研
究
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

一
方
で
、
当
時
は
一
般
企
業
へ
の
就
職
活
動
も
行
っ

て
い
ま
し
た
。
非
常
に
景
気
の
悪
い
と
き
で
就
職
難

だ
っ
た
の
で
、
一
度
就
職
し
て
貯
金
が
で
き
て
か
ら

大
学
院
に
進
ん
で
も
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
大
学
四
年
生
の
と
き
に
東
日
本
大

震
災
が
起
こ
り
、
面
接
に
進
ん
で
い
た
企
業
か
ら
採

用
中
止
の
知
ら
せ
が
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
ま
ま
就
職
活
動
を
続
け
て
も
希
望
す
る
職
業
に
は

就
け
そ
う
に
な
い
と
思
い
、
そ
れ
な
ら
や
り
た
い
こ

と
を
や
れ
る
と
き
に
や
ろ
う
と
考
え
て
、
美
術
を
学

べ
る
大
学
を
探
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

美
術
の
中
で
も
実
技
で
は
な
く
、
美
術
の
歴
史
、

美
術
史
を
学
べ
る
大
学
は
実
は
多
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
四
、五
件
ま
わ
っ

て
自
分
に
合
う
大
学
を
探
し
ま
し
た
。
私
が
研
究
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
挿
絵
は
、
物
語
の
内
容
を
描
い

た
り
、
演
劇
や
音
楽
の
内
容
を
描
い
た
り
す
る
の

で
、
美
術
が
学
べ
る
だ
け
で
な
く
、
芸
術
全
域
を

学
べ
る
大
学
が
良
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
見

つ
け
た
の
が
美
術
、
演
劇
、
音
楽
、
映
画
、
美
学

を
総
合
的
に
学
べ
る
成
城
大
学
の
芸
術
学
科
で
す
。

ま
た
、
成
城
大
学
は
学
芸
員
を
多
く
輩
出
し
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
卒
業
後
の
進
路
を
見
通
し
や
す
か

っ
た
の
も
決
め
手
と
な
り
ま
し
た
。
私
は
美
術
に
つ

い
て
の
知
識
が
何
も
な
か
っ
た
の
で
、
い
き
な
り
大

学
院
に
進
ん
で
も
、
研
究
は
う
ま
く
い
か
な
い
だ
ろ

う
と
思
い
、
学
士
編
入
と
い
う
一
度
大
学
を
卒
業
し

た
人
が
三
年
生
に
編
入
で
き
る
制
度
で
試
験
を
受
け

て
入
学
し
、
美
術
史
の
基
礎
を
学
ぶ
こ
と
に
し
ま
し

た
。入

学
当
初
は
芸
術
学
科
の
必
修
科
目
を
履
修
す
る

た
め
一
年
生
か
ら
三
年
生
の
授
業
ま
で
と
り
ま
し

た
。
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
は
み
ん
な
年
下
で
上
手
く
や
れ

る
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
芸
術
学
科
は
様
々
な
趣

味
を
持
つ
人
が
多
く
、
共
通
の
話
題
で
す
ぐ
に
仲
良

く
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
同
じ
ゼ
ミ
の
仲
間
は

今
で
も
仲
が
良
く
、
同
じ
く
学
芸
員
に
な
っ
た
仲
間

と
は
情
報
を
交
換
し
た
り
、
お
互
い
の
美
術
館
に
行

っ
た
り
し
て
励
ま
し
合
っ
て
い
ま
す
。

成
城
大
学
は
小
さ
な
大
学
な
の
で
、
学
生
同
士
と

先
生
と
の
距
離
が
近
い
こ
と
が
魅
力
で
し
た
。
最
初

に
通
っ
た
大
学
は
大
規
模
な
大
学
だ
っ
た
の
で
、
大

教
室
で
の
授
業
が
多
く
、
先
生
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と

大城 茉里恵

研究員

種を蒔く仕事
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と
が
で
き
ま
し
た
。

現
在
、
栃
木
県
立
美
術
館
で
は
展
示
や
研
究
の

ほ
か
教
育
普
及
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
美
術
館
と

い
え
ば
展
覧
会
が
花
形
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
美
術
館
を
知
っ
て
も
ら
う
活
動
と
し
て

教
育
普
及
は
重
要
で
す
。
極
端
な
言
い
方
で
す

が
、
一
生
の
う
ち
に
一
度
も
美
術
館
に
行
か
な
く

て
も
困
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
美

術
館
と
い
う
場
が
人
生
を
よ
り
豊
か
に
す
る
可
能

性
が
あ
る
な
ら
、
私
は
美
術
館
に
ぜ
ひ
来
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
美
術
に
馴
染

み
が
な
い
人
も
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
た

り
、
作
品
に
つ
い
て
解
説
を
し
た
り
、
と
き
に
は

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
に
出
演
し
た
り
し
て
声
を
届
け

ま
す
。

私
が
重
視
し
て
い
る
の
は
学
校
と
の
連
携
で
す
。

課
外
授
業
や
遠
足
で
美
術
館
を
訪
れ
る
学
校
の
中

に
は
、
初
め
て
美
術
館
に
来
る
子
ど
も
が
た
く
さ

ん
い
ま
す
。
作
品
の
見
方
が
分
か
ら
な
い
と
つ
ま

ら
な
い
と
思
う
子
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
と
き
に
一
緒
に
対
話
し
な
が
ら
鑑
賞
す
る

と
、
面
白
い
と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。
初
め
て
の
美
術

館
が
楽
し
け
れ
ば
、
い
つ
の
日
か
ま
た
美
術
館
に
来

て
く
れ
ま
す
。
そ
の
日
は
明
日
か
も
し
れ
な
い
し
大

人
に
な
っ
て
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
人
た

ち
に
種
を
蒔
い
て
い
つ
で
も
待
っ
て
い
ま
す
。

作
品
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
、
美
術
館
を

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
、
作
品
が
将
来
に
わ
た
っ
て

大
事
に
さ
れ
る
こ
と
、
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
も
繋
が

り
ま
す
。
作
品
を
後
世
に
残
し
伝
え
て
い
く
た
め
に

は
、
物
理
的
な
保
管
だ
け
で
は
な
く
、
物
を
大
切
に

思
う
人
の
心
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
地

方
の
美
術
館
に
と
っ
て
は
そ
の
地
ゆ
か
り
の
作
家
を

収
蔵
し
普
及
す
る
こ
と
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

形
成
に
も
繋
が
り
ま
す
。
県
民
の
心
の
拠
り
所
に
な

る
場
で
も
あ
り
た
い
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
作
品
を
普
及
す
る
た
め
に
は
、
日
々

の
調
査
と
研
究
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
栃
木
県
立
美
術

館
で
は
約
九
〇
〇
〇
点
の
作
品
を
所
蔵
し
て
い
ま
す

が
、
作
品
や
作
家
に
つ
い
て
調
べ
て
展
覧
会
を
企
画

し
た
り
、
資
料
を
集
め
る
こ
と
が
美
術
館
活
動
を
支

え
て
い
ま
す
。
私
は
版
画
を
担
当
分
野
と
し
て
い
ま

す
が
、
栃
木
県
に
は
県
出
身
の
版
画
家
が
多
く
存
在

し
、
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
も
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
ま
す
。
本
を
読
ん
で
調
べ
る
だ
け
で
は
な

く
、
地
元
の
作
家
や
関
係
者
に
話
を
聞
い
て
色
々
教

え
て
も
ら
っ
た
り
、
関
連
す
る
展
覧
会
に
足
を
運
ん

だ
り
地
道
な
活
動
が
続
き
ま
す
。

こ
う
し
た
研
究
活
動
を
支
え
て
い
る
の
が
、
大
学

時
代
に
培
っ
た
調
査
方
法
や
作
品
や
論
文
を
批
評
す

る
力
で
す
。
大
学
で
も
大
学
院
で
も
論
文
を
丁
寧
に

読
む
授
業
が
あ
り
ま
し
た
。
著
者
が
言
お
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
的
確
に
つ
か
ん
で
理
解
す
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
主
張
や
論
証
方
法
は
適
切
か
批
判
的
に
向

き
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
積
み
重
ね
ら
れ
た

研
究
を
理
解
し
、
と
き
に
批
判
す
る
こ
と
か
ら
新
た

な
研
究
成
果
が
生
ま
れ
ま
す
。
当
然
、
展
覧
会
も
た

だ
作
品
を
綺
麗
に
並
べ
れ
ば
い
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
作
品
が
ど
ん
な
文
脈
を
持
っ
て
い
る
の
か

を
知
り
、
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
か
、
研
究
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

私
は
学
芸
員
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
成
城
大
学
に

来
て
、
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
が
す
べ
て
仕
事
に

直
結
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
調
査
力
や
批
判

力
は
学
芸
員
だ
け
に
役
立
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
社
会
で
は
自
分
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

の
根
拠
を
示
し
論
理
的
に
説
明
す
る
機
会
は
多
く

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
に
物
を
観
察
し
、
入
念

に
資
料
を
調
べ
て
、
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
を
研

究
方
法
と
す
る
芸
術
学
科
で
の
学
び
は
役
に
立
つ

と
思
い
ま
す
し
、
美
術
館
で
作
品
を
鑑
賞
す
る
と

き
に
も
よ
り
深
い
理
解
が
得
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。
ぜ
ひ
そ
ん
な
目
と
豊
か
な
感
性
を
養
い
、様
々

な
人
や
物
と
出
会
っ
て
世
界
を
広
げ
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
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何かしらそうした視覚体験＝「人生を変える作品との出
会い」を持っているように思います。何と言っても学芸
員は、自分が好きな作品をじっくりと見て、触れて、調
べて、他の人にその面白さを伝えることが仕事なのです。
そしてそうした面白さは、まずは自分自身が一番に「面
白い！」と思っていないとなかなか伝わらないものです。
まさしく「作品が好き」という情熱こそが、学芸員とい
う仕事を支えているといってもよいでしょう。

「作品が好き」という人にとって、学芸員とはまさに
夢のような仕事かもしれません。実際、私も日々の仕事
をとても楽しく感じな
がら過ごしています。
むしろ、こんなに幸せ
な職業はほかにあるま
い、と思うくらいです。
もちろん、ただ作品に
ついて調査するだけで
はなく、仕事にあたっ
ては館の内外でさまざ
まな人々とコミュニケ
ーションを築いていか
なければなりませんし、
展覧会を成功させるた
めの総合的な調整力と
実行力も必要となってきます。あるいは、「雑芸員」と
揶揄されるほどに日々の業務は雑多で多忙を極めます
が、それをカバーして余りある魅力とやりがいが、学芸
員にはあります。

私の場合、13 年半ほど鎌倉市の博物館施設で学芸員を
務めた後、2018 年 10 月より東京国立博物館（以下、東博）
に配属となりました。鎌倉での仕事のことは以前（ニュ
ースレター Vol.2）にも書きましたので、今回は東博で
の業務内容について簡単に紹介しておきましょう。ご承
知のとおり東博は、日本で一番古い歴史を誇る博物館で、
2022 年に創立 150 周年を迎えました。収蔵品の質と量、
展示場の面積、事業規模と予算、職員数など、どれを取
っても鎌倉の時とは桁違いで、移籍した当初は戸惑う場
面ばかりでした。東博内では中世の水墨画などを担当し、
平常展示の陳列案や展示替え作業、作品の貸出、修理監
督、講演会など、さまざまな学芸業務に携わっています。

２年間ほど「文化財活用センター」にも異動し、美術作
品を用いたデジタルコンテンツの監修などにも従事しま
した。現在は「特別展室」に所属し、マスコミ共催によ
る大規模展覧会のマネジメント業務も担っています。

私が主担当を務めた特別展「東福寺」も 2023 年春に
実施されました。東福寺は、秋の紅葉で有名な京都の禅
寺ですが、じつは禅宗美術の宝庫とでも呼ぶべきお寺な
のです。そのなかで、展覧会のメイン作品として位置付
けたのが、東福寺で活躍した伝説の絵仏師・吉山明兆に
よる「五百羅漢図」でした。全 50 幅で描かれた、日本

美術史上においても特筆
される大作ですが、この
作品との出会いもまた、
私の学芸員人生のなかで
大きなターニング・ポイ
ントになったように思い
ます。

とくに、展覧会の準備
の過程で、行方不明とな
っていた五百羅漢図のう
ちの１幅が、ロシアのエ
ルミタージュ美術館で再
発見されたことは、きわ

めて大きな成果でした。全国紙の一面にも取り上げられ
るなど、学術的にはもちろん、社会的にも意義のある発
見だったと思います。もちろんこうした探索が実現でき
たのも、海外のミュージアムとの広範なネットワークを
有する「国際交流室」の尽力など、一流のプロフェッシ
ョナルが集う東博という職場環境があったからこそ。本
展では、ひとつの作品が結集核となって大きなムーブメ
ントが形成されていく過程を身をもって体感するととも
に、改めて学芸員という仕事の醍醐味を存分に味わうこ
とができたように思います。

これから（あるいはこれまでも）、どこかで心動かさ
れる作品やコンテンツに出合ったとき、もしかしたらそ
れは、あなたの人生を変えるだけの可能性を秘めてい
るのかもしれません。学芸員を目指す、目指さないに
かかわらず、ぜひじっくりと向き合ってみることをオ
ススメいたします。

vv

研究員東京国立博物館
高橋真作

Case2special feature

人生を変える作品との出会い
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何ゆえにこんな話から始めたかというと、このアシュ
ラマンに基づく後日談が、私がこれまで歩んできた道
のりにも、何かしらの影響を及ぼしていると思われる
からです。それは、私が『キン肉マン』に熱中してい
た小学校何年生かの頃のこと。休み時間中に何げなく
図工の教科書をパラパラめくっていると、何とそこに、
アシュラマンととてもよく
似た、ある仏像が載ってい
たのです。そう、奈良・興
福寺の阿修羅像でした。

６本の腕に、３つの顔。
それを見た瞬間、漫画キャ
ラの「元ネタ」を暴いたよ
うな手柄に興奮するととも
に、凛とした阿修羅像の姿
に逆に一目ぼれしてしまい
ました。仏像を「カッコい
い！」と感じた最初の瞬間
だったように思います。私
は教科書の阿修羅像をハサ
ミで切り抜き、秘かに自分
の椅子の裏側に貼って一人
愉悦にひたっていました

（もちろん、あとで先生に
ばれて怒られました）。

阿修羅像だけでなく、そ
の頃から何となく古いも
の、前近代的な匂いのす
るものが好きで、とくに水木しげる大先生の妖怪画な
どは大好物でした（今でも好きです）。仏像や仏教美術
への関心もずっと継続していたことから、大学も芸術
学科に進学して日本美術史のゼミに所属しました。で
も、かといって真面目に勉学に励んだかというと、ま
ったくそんなことはなく、学部時代を一言でいえばま
さに「バックパッカー三昧」。普段はろくすっぽ授業に
も出ないでアルバイトに勤しみ、夏休みや春休み期間
を丸々使って、インドやタイ、カンボジア、ラオスなど、
アジア各地への貧乏旅行に明け暮れていました。

そんな感じなので、どちらかと言えば（というより確

実に）「落ちこぼれ学生」に近かったのですが、卒論ゼ
ミの際に出会ったある作品が、また私の人生に大きく
作用することになりました。それは、狩野元信という
室町時代の絵師が描いた「富士曼荼羅図」という作品
です。卒論テーマを決め切れない私に、「こんなんもあ
りまっせ」とゼミの先生が紹介してくれたものでした。

東海道から富士山頂
に至る広大な富士信
仰圏の景観を収めた
絵画作品で、富士が
包み込む聖域にはお
びただしい数の参詣
者が描き込まれてい
ます。聖と俗、虚と実、
和と漢といった対立
項が混然一体となっ
て画面内でせめぎ合
う、不思議な魅力を
たたえた作品でした。

これまた見た瞬間
に一目ぼれし、以降、
この作品について調
べを進めていきまし
た。気が付くと、い
つの間にやらすっか
りと「研究」の面白
さにハマってしまい、
一念発起して大学院
へと進学したのでし

た。基礎ができていない分、入学後は死に物狂いで勉
強しましたが、何とか修士論文も書き上げ、その成果
を学会発表しました。その後いくつかの論文にもまと
めて、作品研究としてはひとまず一区切りとなりまし
たが、狩野元信については今現在も研究を続けていま
す。

ちょっと昔話が長くなりましたが、ここで言いたかっ
たことは、「作品との出会いが人生を変える」（ことも
ある）ということ。阿修羅像しかり、富士曼荼羅図しかり、
後述する五百羅漢図しかり。美術作品だけに限らないか
と思いますが、こと学芸員という仕事に就いている人は、

「アシュラマン」という漫画キャラクターをご存じでしょうか。1980 年代に『週間少年ジャンプ』

に連載されていた人気漫画『キン肉マン』に登場する悪魔超人の一人です。腕が６本、顔が３つあ

るのが特徴で、必殺技は「アシュラバスター」。主人公のキン肉マンが使う「キン肉バスター」と

も似ていますが、腕が６本あるぶん、対戦相手をよりしっかりとホールドでき、技の完成度として

はこちらのほうが格段に上なのです。子供の頃、私が一番好きな超人キャラでした。vv
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文
化
庁
で
民
俗
文
化
財
の
調
査
官
を
し
て
お
り
ま

す
、
玄
蕃
充
子
と
言
い
ま
す
。
成
城
大
学
に
は
学
部

か
ら
大
学
院
博
士
課
程
後
期
ま
で
在
学
し
、
民
俗
学

を
専
攻
し
て
い
ま
し
た
。
三
十
年
程
東
京
で
暮
ら
し

て
い
ま
し
た
が
、
文
化
庁
の
京
都
移
転
に
と
も
な
い
、

今
春
か
ら
京
都
に
居
を
構
え
て
い
ま
す
。
東
北
生
ま

れ
、
東
京
育
ち
の
私
に
と
っ
て
、
初
め
て
の
京
都
で

の
生
活
は
、
気
候
の
面
で
も
習
慣
の
面
で
も
驚
く
こ

と
が
多
く
、
刺
激
的
な
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
文
化
庁
の
文
化
財
調
査
官
と
き
い
て
、
ど

ん
な
仕
事
を
想
像
す
る
で
し
ょ
う
か
。
調
査
官
と
は

い
っ
た
い
何
者
な
の
か
？
学
芸
員
で
は
な
い
の
か
？

と
首
を
傾
げ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。こ

こ
で
は
、
学
芸
員
と
し
て
自
治
体
お
よ
び
郷
土

資
料
館
に
勤
務
し
て
い
た
経
験
と
、
文
化
庁
で
の
文

化
財
調
査
官
の
仕
事
を
と
お
し
て
、
学
芸
員
の
可
能

性
の
一
事
例
を
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

私
が
文
化
庁
に
文
化
財
調
査
官
と
し
て
入
庁
し
た

の
は
、
令
和
四
年
四
月
の
こ
と
で
す
。
前
職
は
、
船

橋
市
教
育
委
員
会
の
民
俗
担
当
学
芸
員
と
し
て
文
化

課
に
四
年
、
郷
土
資
料
館
に
一
年
務
め
て
い
ま
し
た
。

文
化
課
で
の
仕
事
は
、
市
内
で
行
わ
れ
る
祭
礼
や
神

楽
等
の
文
化
財
の
調
査
、
文
化
財
の
保
存
団
体
と
の

窓
口
や
教
育
委
員
会
が
所
有
し
て
い
る
民
俗
資
料
の

整
理
、
保
存
・
管
理
と
活
用
で
し
た
。
郷
土
資
料
館

で
の
仕
事
は
、
収
集
さ
れ
た
資
料
の
整
理
と
新
た
な

寄
贈
の
受
け
入
れ
、
資
料
の
リ
ス
ト
や
台
帳
を
作
成

し
、
調
査
・
研
究
を
行
い
、
企
画
展
示
や
常
設
展
示

で
公
開
・
活
用
し
て
い
く
ほ
か
、
見
学
や
出
前
授
業

等
の
学
校
連
携
、
文
化
財
の
調
査
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

対
応
、
地
域
誌
の
作
成
、
次
年
度
の
予
算
案
作
成
、

災
害
時
対
応
、
時
に
は
自
治
体
の
職
員
と
し
て
選
挙

事
務
や
国
勢
調
査
指
導
員
を
務
め
る
等
多
岐
に
渡
り

ま
し
た
。
地
方
自
治
体
の
学
芸
員
は
、
な
ん
で
も
屋

と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
思
い
返
す
と
本

当
に
多
様
な
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。

資
料
整
理
作
業
に
参
加
し
ま
し
た
。
学
芸
員
実
習
で

は
、
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
山
梨
県
甲
州
市

の
「
勝
沼
の
ぶ
ど
う
栽
培
用
具
及
び
葡
萄
酒
醸
造
用

具
」
の
資
料
整
理
と
実
測
図
の
作
成
を
行
い
、
ま
た

事
前
調
査
で
携
わ
っ
た
埼
玉
県
上
尾
市
の
「
上
尾
の

摘
田
・
畑
作
用
具
」
は
令
和
３
年
に
重
要
有
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
文
化
財
を
直
接
取
り

扱
う
経
験
、
自
分
が
携
わ
っ
た
資
料
が
文
化
財
と
な

る
経
験
は
、
文
化
財
の
保
護
を
意
識
す
る
大
き
な
契

機
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
文
化
財
保
護
が
包
括
す
る
課
題
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
大
学
院

の
授
業
で
行
っ
た
千
葉
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

「
野
田
市
三
ツ
堀
の
ど
ろ
祭
り
」
の
現
状
確
認
調
査

と
祭
礼
用
具
恣
意
調
査
で
は
、
地
域
社
会
の
変
容
に

と
も
な
う
世
代
間
の
意
識
の
変
化
が
、
当
該
地
域
に

お
け
る
無
形
民
俗
文
化
財
の
継
承
を
困
難
に
し
て
い

る
現
状
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

船
橋
市
教
育
委
員
会
文
化
課
で
は
、
登
録
有
形
文
化

財
の
建
造
物
の
登
録
抹
消
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
に

な
り
、
文
化
財
を
保
護
し
て
い
く
難
し
さ
を
痛
感
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

学
芸
員
と
し
て
郷
土
資
料
館
で
働
く
傍
ら
、
常
に

頭
の
中
に
は
ど
う
し
た
ら
文
化
財
を
、
民
俗
資
料
を

守
り
、
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と

い
う
思
い
が
あ
り
、
公
募
を
き
っ
か
け
に
、
文
化
財

保
護
の
本
拠
地
と
も
い
え
る
文
化
庁
へ
飛
び
込
む
こ

と
に
し
ま
し
た
。

で
は
、
文
化
庁
の
民
俗
文
化
財
の
調
査
官
と
し
て

ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
民

俗
文
化
財
の
指
定
・
登
録
・
選
択（
記
録
作
成
等
の
措

置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
）
、
文
化
財
の

Case3

民
俗
文
化
財
で
し
た
が
、
現
地
調
査
で
は
、
学
芸
員

と
し
て
地
域
の
文
化
財
調
査
を
行
っ
て
い
た
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
経
験
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
学
芸
員
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
講
義
や
実

習
、
学
生
時
代
に
各
地
で
行
っ
た
文
化
財
に
関
す
る

現
地
調
査
や
資
料
整
理
作
業
、
そ
し
て
船
橋
市
郷
土

資
料
館
で
働
い
て
い
た
経
験
が
文
化
財
調
査
官
の
仕

事
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

私
は
、
学
芸
員
資
格
を
持
ち
、
学
芸
員
と
し
て
働

い
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
学
芸
員
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
も
、
学
芸
員
の
ス
キ
ル
を
活
か
し
て
文
化
財

調
査
官
と
し
て
従
事
し
て
い
ま
す
。

学
芸
員
が
持
つ
ス
キ
ル
は
、
美
術
館
や
博
物
館
と

い
う
場
所
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
可
能
性
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
少
し
は
伝
わ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

最
後
に
、
私
は
、
学
芸
員
と
文
化
財
調
査
官
に
共

通
す
る
観
念
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

学
芸
員
も
文
化
財
調
査
官
も
「
次
の
世
代
に
つ
な
い

で
い
く
」
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
、
文
化

財
の
保
護
お
よ
び
管
理
、
活
用
に
携
わ
り
た
い
と
考

え
、
学
芸
員
の
資
格
を
取
得
し
、
現
在
は
文
化
財
調

査
官
と
し
て
闘
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
文
化
財
調

査
官
が
ゴ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
化
財
を
ど
の

よ
う
に
保
護
し
、
次
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
の
か
、

私
は
こ
れ
か
ら
も
考
え
続
け
て
い
き
ま
す
。

学
芸
員
の
資
格
取
得
を
目
指
す
み
な
さ
ん
も
、
学

芸
員
と
し
て
な
に
を
し
た
い
の
か
、
学
芸
員
の
ス
キ

ル
で
な
に
が
で
き
る
か
を
考
え
続
け
て
欲
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

文
化
庁

玄

子

蕃

調
査
官

充

次
の
世
代
に

　
　
　

つ
な
い
で
い
く
仕
事

special feature
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文
化
庁
で
民
俗
文
化
財
の
調
査
官
を
し
て
お
り
ま

す
、
玄
蕃
充
子
と
言
い
ま
す
。
成
城
大
学
に
は
学
部

か
ら
大
学
院
博
士
課
程
後
期
ま
で
在
学
し
、
民
俗
学

を
専
攻
し
て
い
ま
し
た
。
三
十
年
程
東
京
で
暮
ら
し

て
い
ま
し
た
が
、
文
化
庁
の
京
都
移
転
に
と
も
な
い
、

今
春
か
ら
京
都
に
居
を
構
え
て
い
ま
す
。
東
北
生
ま

れ
、
東
京
育
ち
の
私
に
と
っ
て
、
初
め
て
の
京
都
で

の
生
活
は
、
気
候
の
面
で
も
習
慣
の
面
で
も
驚
く
こ

と
が
多
く
、
刺
激
的
な
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
文
化
庁
の
文
化
財
調
査
官
と
き
い
て
、
ど

ん
な
仕
事
を
想
像
す
る
で
し
ょ
う
か
。
調
査
官
と
は

い
っ
た
い
何
者
な
の
か
？
学
芸
員
で
は
な
い
の
か
？

と
首
を
傾
げ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。こ

こ
で
は
、
学
芸
員
と
し
て
自
治
体
お
よ
び
郷
土

資
料
館
に
勤
務
し
て
い
た
経
験
と
、
文
化
庁
で
の
文

化
財
調
査
官
の
仕
事
を
と
お
し
て
、
学
芸
員
の
可
能

性
の
一
事
例
を
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

私
が
文
化
庁
に
文
化
財
調
査
官
と
し
て
入
庁
し
た

の
は
、
令
和
四
年
四
月
の
こ
と
で
す
。
前
職
は
、
船

橋
市
教
育
委
員
会
の
民
俗
担
当
学
芸
員
と
し
て
文
化

課
に
四
年
、
郷
土
資
料
館
に
一
年
務
め
て
い
ま
し
た
。

文
化
課
で
の
仕
事
は
、
市
内
で
行
わ
れ
る
祭
礼
や
神

楽
等
の
文
化
財
の
調
査
、
文
化
財
の
保
存
団
体
と
の

窓
口
や
教
育
委
員
会
が
所
有
し
て
い
る
民
俗
資
料
の

整
理
、
保
存
・
管
理
と
活
用
で
し
た
。
郷
土
資
料
館

で
の
仕
事
は
、
収
集
さ
れ
た
資
料
の
整
理
と
新
た
な

寄
贈
の
受
け
入
れ
、
資
料
の
リ
ス
ト
や
台
帳
を
作
成

し
、
調
査
・
研
究
を
行
い
、
企
画
展
示
や
常
設
展
示

で
公
開
・
活
用
し
て
い
く
ほ
か
、
見
学
や
出
前
授
業

等
の
学
校
連
携
、
文
化
財
の
調
査
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

対
応
、
地
域
誌
の
作
成
、
次
年
度
の
予
算
案
作
成
、

災
害
時
対
応
、
時
に
は
自
治
体
の
職
員
と
し
て
選
挙

事
務
や
国
勢
調
査
指
導
員
を
務
め
る
等
多
岐
に
渡
り

ま
し
た
。
地
方
自
治
体
の
学
芸
員
は
、
な
ん
で
も
屋

と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
思
い
返
す
と
本

当
に
多
様
な
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。

毎
日
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
民
俗
資
料
と
向
き
合
っ

て
い
た
中
で
、
文
化
庁
の
民
俗
文
化
財
調
査
官
の
公

募
と
い
う
転
機
が
訪
れ
ま
す
。
博
物
館
や
美
術
館
の

学
芸
員
も
文
化
財
調
査
官
も
狭
き
門
で
、
頻
繁
に
募

集
が
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
化
財
調
査
官

の
公
募
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
私
に
と
っ
て
人
生
を
左

右
す
る
大
き
な
選
択
で
し
た
。
正
直
、
学
芸
員
と
し

て
卵
の
殻
を
つ
け
た
よ
う
な
未
熟
な
状
態
で
、
文
化

財
調
査
官
を
目
指
す
こ
と
に
迷
い
は
あ
り
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
私
は
ま
だ
郷
土
資
料
館
で
自
身
が
納
得

の
い
く
学
芸
員
と
し
て
の
仕
事
が
で
き
て
い
た
と
は

到
底
思
え
な
か
っ
た
の
と
、
引
き
継
ぐ
職
員
に
多
大

な
る
迷
惑
を
掛
け
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
か
ら
で

す
。
地
域
の
博
物
館
や
郷
土
資
料
館
は
常
に
人
員
不

足
で
す
。
学
芸
員
が
一
人
辞
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

郷
土
資
料
館
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
や
摩
擦
を
生
む

こ
と
は
た
っ
た
一
年
の
勤
務
期
間
で
も
分
か
り
ま
し

た
。そ

れ
で
も
、　

文
化
財
調
査
官
の
道
を

選
択
し
た
の
は
、
成
城
大
学
・
大

学
院
や
船
橋
市
教
育
委
員
会
で
の

文
化
財
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら

で
す
。

私
が
成
城
大
学
を
進
学
先
に
選
ん
だ
の
は
、
幼
い

頃
か
ら
祭
り
や
年
中
行
事
に
興
味
関
心
が
あ
っ
た
と

い
う
理
由
が
あ
り
ま
す
。
大
学
卒
業
後
は
民
間
企
業

に
就
職
し
ま
し
た
が
、
学
芸
員
と
し
て
文
化
財
保
護

お
よ
び
管
理
、
活
用
に
携
わ
り
た
い
と
考
え
、
文
学

研
究
科
日
本
常
民
文
化
専
攻
に
進
学
し
ま
し
た
。
私

が
学
芸
員
の
資
格
を
取
得
し
た
の
は
、
大
学
院
に
進

学
し
て
か
ら
で
す
。
大
学
院
で
は
、
小
島
孝
夫
先
生

指
導
の
元
、
全
国
の
文
化
財
に
関
す
る
現
地
調
査
や

資
料
整
理
作
業
に
参
加
し
ま
し
た
。
学
芸
員
実
習
で

は
、
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
山
梨
県
甲
州
市

の
「
勝
沼
の
ぶ
ど
う
栽
培
用
具
及
び
葡
萄
酒
醸
造
用

具
」
の
資
料
整
理
と
実
測
図
の
作
成
を
行
い
、
ま
た

事
前
調
査
で
携
わ
っ
た
埼
玉
県
上
尾
市
の
「
上
尾
の

摘
田
・
畑
作
用
具
」
は
令
和
３
年
に
重
要
有
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
文
化
財
を
直
接
取
り

扱
う
経
験
、
自
分
が
携
わ
っ
た
資
料
が
文
化
財
と
な

る
経
験
は
、
文
化
財
の
保
護
を
意
識
す
る
大
き
な
契

機
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
文
化
財
保
護
が
包
括
す
る
課
題
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
大
学
院

の
授
業
で
行
っ
た
千
葉
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

「
野
田
市
三
ツ
堀
の
ど
ろ
祭
り
」
の
現
状
確
認
調
査

と
祭
礼
用
具
恣
意
調
査
で
は
、
地
域
社
会
の
変
容
に

と
も
な
う
世
代
間
の
意
識
の
変
化
が
、
当
該
地
域
に

お
け
る
無
形
民
俗
文
化
財
の
継
承
を
困
難
に
し
て
い

る
現
状
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

船
橋
市
教
育
委
員
会
文
化
課
で
は
、
登
録
有
形
文
化

財
の
建
造
物
の
登
録
抹
消
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
に

な
り
、
文
化
財
を
保
護
し
て
い
く
難
し
さ
を
痛
感
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

学
芸
員
と
し
て
郷
土
資
料
館
で
働
く
傍
ら
、
常
に

頭
の
中
に
は
ど
う
し
た
ら
文
化
財
を
、
民
俗
資
料
を

守
り
、
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と

い
う
思
い
が
あ
り
、
公
募
を
き
っ
か
け
に
、
文
化
財

保
護
の
本
拠
地
と
も
い
え
る
文
化
庁
へ
飛
び
込
む
こ

と
に
し
ま
し
た
。

で
は
、
文
化
庁
の
民
俗
文
化
財
の
調
査
官
と
し
て

ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
民

俗
文
化
財
の
指
定
・
登
録
・
選
択（
記
録
作
成
等
の
措

置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
）
、
文
化
財
の

保
存
・
修
理
に
係
る
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
民
俗
文
化
財
の
候
補
と
な
る
祭
り
・
行
事

お
よ
び
民
俗
資
料
を
調
査
し
、
指
定
・
登
録
・
選
択

に
向
け
て
資
料
の
作
成
や
調
整
を
行
う
ほ
か
、
文
化

財
修
理
の
指
導
管
理
、
文
化
財
を
公
開
す
る
際
の
ア

ド
バ
イ
ス
等
も
行
い
ま
す
。
七
月
に
京
都
で
行
わ
れ

る
祇
園
祭
の
山
鉾
巡
行
は
、
「
京
都
祇
園
祭
の
山
鉾

行
事
」
と
し
て
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
山
鉾
の
う
ち
二
十
九
基
は
、
重

要
有
形
民
俗
文
化
財
「
祇
園
祭
山
鉾
」
と
し
て
も
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
修
理

を
行
う
場
合
、
染
織
や
金
工
、
木
工
等
の
専
門
家
が

監
修
を
務
め
、
調
査
官
が
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
な
る
た
め
、
重
要

有
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
適
正

な
修
理
で
あ
る
か
判
断
す
る
に

は
、
山
鉾
を
構
成
す
る
部
材
の

名
称
・
材
質
、
そ
の
取
り
扱
い
や

修
理
方
法
に
関
す
る
知
識
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る

山
鉾
の
染
織
幕
を
修
理
す
る
と

な
る
と
、
前
掛
の
復
元
新
調
で
、

絹
糸
の
諸
糸
に
よ
る
綴
織
と
い

う
よ
う
に
幕
の
種
類
、
素
材
や

織
り
方
等
が
分
か
ら
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
私
は
、

染
織
分
野
は
専
門
外
だ
っ
た
た
め
、
関
係
す
る
資
料

や
論
文
を
読
み
漁
り
、
織
物
の
職
人
さ
ん
や
専
門
家

の
先
生
に
ご
教
示
い
た
だ
き
な
が
ら
日
々
勉
強
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
山
鉾
が
収
め
ら
れ
て
い
る
収
蔵
庫
の
改
修

に
は
、
温
湿
度
等
の
空
調
管
理
や
虫
菌
害
防
除
、
防

災
・
防
犯
等
の
施
設
管
理
の
知
識
が
必
要
で
す
が
、

船
橋
市
で
資
料
の
保
存
管
理
や
施
設
の
環
境
管
理
に

携
わ
っ
た
経
験
が
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。
私
が
初
め

て
指
定
・
登
録
・
選
択
業
務
で
携
わ
っ
た
の
は
無
形
の

9
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私
の
所
属
す
る
大
日
本
印
刷
株
式

会
社
（
Ｄ
Ｎ
Ｐ
）
は
、
持
続
可
能
な

よ
り
良
い
社
会
、
よ
り
快
適
な
暮
ら

し
の
実
現
に
向
け
て
、
新
し
い
価
値

を
国
内
外
に
提
供
し
続
け
る
総
合
印

刷
会
社
で
す
。「
未
来
の
あ
た
り
ま

え
」
を
つ
く
る
会
社
と
し
て
、「
Ｐ

＆
Ｉ
」（
印
刷
と
情
報
）
の
強
み
を

掛
け
合
わ
せ
、
様
々
な
領
域
の
お
客

様
に
幅
広
い
分
野
の
製
品
・
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
私
は
学
芸

員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
企
業
に
所
属

し
て
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
未
来
の
あ

た
り
ま
え
」
を
考
え
る
仕
事
に
携

わ
っ
て
お
り
、
一
般
的
な
学
芸
員
の

仕
事
と
は
異
な
る
点
は
多
い
で
す

が
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
関
わ
る
仕
事

の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
ご
紹
介
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
少
し
私
の
背
景
に
つ
い
て
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
父
が
洋

画
家
だ
っ
た
事
も
あ
り
、
幼
少
期
か

ら
絵
に
囲
ま
れ
生
活
を
し
て
い
ま
し

た
。
両
親
の
影
響
で
文
化
芸
術
全
般

に
も
親
し
む
よ
う
に
な
り
、
自
然
と

「
こ
の
魅
力
を
広
く
人
々
に
伝
え
た

い
」
と
い
う
想
い
が
芽
生
え
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
学
芸
員
へ
の
道
を
選
び
、

大
学
で
西
洋
美
術
史
を
専
攻
し
学
芸

員
資
格
を
取
得
し
、
さ
ら
に
、
大
学

院
で
は
成
城
大
学
に
在
籍
し
、
美
学
・

美
術
史
専
攻 

修
士
課
程
を
二
〇
〇
九

年
に
修
了
し
ま
し
た
。

　

大
学
院
に
在
籍
中
、
偶
然
に
も
、

Ｄ
Ｎ
Ｐ
の
文
化
事
業
に
触
れ
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
。
恩
師
の
千
足
伸
行

教
授
が
関
わ
っ
て
い
た
「
ル
ー
ヴ
ル 

ー 

Ｄ
Ｎ
Ｐ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ラ
ボ
」（
※

二
〇
〇
六
年
～
二
〇
一
八
年
、
Ｄ
Ｎ

Ｐ
と
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
よ
る
共
同

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
を
鑑
賞
し
、
そ
こ

で
ル
ー
ヴ
ル
の
貴
重
な
作
品
の
展
示

と
、
Ｄ
Ｎ
Ｐ
の
印
刷
と
情
報
の
技
術

を
組
み
合
わ
せ
た
鑑
賞
シ
ス
テ
ム
に

よ
る
、
全
く
新
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

体
験
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。

【
写
真
１
】
こ
の
体
験
は
私
に
と
っ

て
斬
新
で
、
新
た
な
視
点
を
与
え
る

も
の
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
学
芸
員

に
な
り
研
究
成
果
を
展
覧
会
に
還

元
し
た
い
気
持
ち
で
い
ま
し
た
が
、

「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ラ
ボ
」
を
見
て
か

ら
、
様
々
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
組
み

合
わ
せ
、
新
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
体

験
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
い
…
と
い

う
気
持
ち
が
沸
き
上
が
っ
て
き
ま
し

た
。
企
業
に
所
属
し
て
「
文
化
芸
術

の
魅
力
を
広
く
伝
え
る
」
事
も
可
能

な
の
だ
と
気
付
い
た
瞬
間
で
し
た
。

　

大
学
院
修
了
後
、
Ｄ
Ｎ
Ｐ
に
入
社

し
、
様
々
な
体
験
展
示
の
業
務
に
携

わ
り
ま
し
た
。
こ
の
業
務
で
は
、
美

術
史
の
知
識
や
学
芸
員
資
格
よ
り

も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

人
間
の
認
知
や
行
動
、
及
び
最
新
デ

ジ
タ
ル
機
器
の
動
向
も
踏
ま
え
た
鑑

賞
シ
ス
テ
ム
設
計
等
の
ス
キ
ル
が
要

求
さ
れ
る
世
界
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
ス
キ
ル
の
習
得
は
、
最

初
は
苦
労
し
ま
し
た
が
、
周
囲
か
ら

助
言
を
受
け
な
が
ら
、
自
分
な
り
の

や
り
方
を
獲
得
で
き
た
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
ま
た
、
美
術
史
や
学
芸
員
資

格
の
勉
強
で
得
た
事
が
活
き
る
場
面

も
度
々
あ
り
ま
し
た
。
お
客
様
で
あ

る
学
芸
員
の
立
場
に
な
っ
て
課
題
を

考
え
た
り
、
よ
り
美
術
史
的
内
容
に

踏
み
込
ん
だ
企
画
提
案
が
自
然
と
行

え
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
一
八
年
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図

書
館
（B

nF

）
と
Ｄ
Ｎ
Ｐ
の
新
た
な

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
仕
事
を
担
当

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
Ｂ
ｎ
Ｆ

は
十
四 

世
紀
に
創
設
さ
れ
、
歴
代

フ
ラ
ン
ス
国
王
か
ら
受
け
継
い
だ

四
〇
〇
〇
万
点
以
上
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
収
集
・
所
蔵
・
公
開
す
る
世
界

屈
指
の
図
書
館
で
す
。
そ
の
Ｂ
ｎ
Ｆ

の
中
の
一
つ
、「
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
館
」

は
三
百
年
ぶ
り
の
全
面
改
修
に
む
け

た
「
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
進
行
し
て
お
り
、

図
書
館
内
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
新
設

さ
れ
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
す

る
予
定
で
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

Ｄ
Ｎ
Ｐ
が
ア
ジ
ア
唯
一
の
技
術
メ
セ

ナ
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
参
加
す
る
と

い
う
内
容
で
し
た
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
に
あ
た
っ
て

は
、
会
社
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

取
り
組
む
目
的
を
明
確
に
し
、
具
体

的
な
実
施
内
容
を
決
定
す
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
為
に
は
十
～

二
十
年
後
の
将
来
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

市
場
や
文
化
芸
術
の
動
向
を
想
像
す

る
事
が
重
要
で
し
た
。
様
々
な
議
論

の
末
、M

L
A

（M
useum

：
美
術
館
・

博
物
館
／L

ibrary

：
図
書
館
／

A
rchives

：
文
書
館
）
が
連
携
し
た

「
新
し
い
文
化
体
験
の
モ
デ
ル
」
を

構
築
し
、
そ
の
活
用
・
普
及
を
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
へ
推
進
す
る
事
を
目
的
と
定

め
ま
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
近
い

将
来
、
日
本
で
もM

L
A

の
施
設
の

Case4special feature
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未来のミュージアム
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多
様
な
収
蔵
品
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
が
加
速
し
、
多
種
多
様
な
収
蔵

品
、
知
的
情
報
が
施
設
の
枠
組
み
を

超
え
て
横
断
的
に
利
用
で
き
る
「
未

来
の
あ
た
り
ま
え
」
が
訪
れ
る
事
が

予
想
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

（
※
「
新
し
い
文
化
体
験
の
モ
デ
ル
」
と
は
、
多
様

な
資
料
・
作
品
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
Ｍ
Ｌ
Ａ
施
設
の

枠
組
み
を
超
え
て
情
報
連
携
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
リ
ア

ル
施
設
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
に
お
け
る
鑑
賞
シ
ス
テ

ム
に
利
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
者
が
新
し
い

知
識
と
出
会
い
、
興
味
を
拡
げ
る
一
連
の
体
験
を
指

す
）

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
な
実
施
内
容

と
し
て
は
二
つ
あ
り
ま
し
た
。
一
つ

目
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
展
示
さ
れ

る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
二
十
一
点
と
歴

史
的
な
空
間
「
マ
ザ
ラ
ン
・
ギ
ャ
ラ

リ
ー
」
の
３
Ｄ
デ
ジ
タ
ル
化
、
二
つ

目
は
、
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
館
へ
の
鑑
賞

シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
し
た
。

　

一
つ
目
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
３
Ｄ

デ
ジ
タ
ル
化
で
は
、
こ
れ
ま
で
技
術

的
に
撮
影
が
困
難
と
さ
れ
て
き
た
、

光
を
反
射
す
る
素
材
の
作
品
等
が
対

象
で
し
た
。
ま
た
、
空
間
の
３
Ｄ
デ

ジ
タ
ル
化
で
は
、「
マ
ザ
ラ
ン
・
ギ
ャ

ラ
リ
ー
」
は
大
規
模
な
天
井
画
（
幅

八
ｍ
、
奥
行
四
十
五
ｍ
）
を
三
次
元

デ
ー
タ
と
し
て
高
精
細
に
デ
ジ
タ
ル

化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
社
内

の
専
門
ス
タ
ッ
フ
と
対
話
を
重
ね
、

最
終
的
に
高
品
質
な
デ
ー
タ
を
納
品

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

二
つ
目
の
鑑
賞
シ
ス
テ
ム
で
は
、

「
マ
ザ
ラ
ン
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
の
３

Ｄ
デ
ー
タ
を
活
用
し
ま
し
た
。
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
に
タ
ッ
チ
す
る
事
で
、
普

段
は
近
付
い
て
見
る
事
が
で
き
な

い
「
マ
ザ
ラ
ン
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
の

天
井
画
を
様
々
な
角
度
や
大
き
さ
で

鑑
賞
で
き
ま
す
。
ま
た
、
天
井
画
に

描
か
れ
た
神
話
の
場
面
の
説
明
等

の
「
み
ど
こ
ろ
」
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

こ
の
「
み
ど
こ
ろ
」
の
情
報
に
つ
い

て
は
、B

nF

に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化

さ
れ
た
様
々
なM

L
A

の
関
連
資
料

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
鑑
賞
シ

ス
テ
ム
は
、
実
際
に
天
井
画
の
あ
る

「
マ
ザ
ラ
ン
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
内
に

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
解
説
を
見

ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
新

し
い
知
識
と
出
会
い
、
興
味
が
広
が

る
よ
う
に
意
識
的
に
コ
ン
テ
ン
ツ
の

構
成
を
設
計
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
二
〇
二
二
年
九
月
に

B
nF

リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
館
は
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
Ｄ
Ｎ
Ｐ
が
デ
ジ
タ
ル

化
し
た
作
品
と
空
間
の
デ
ー
タ
は
、

新
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
随
所
に
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｄ
Ｎ
Ｐ
の
鑑
賞

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、「
実
際
の

天
井
画
と
画
面
を
交
互
に
見
て
い
る

人
や
み
ど
こ
ろ
情
報
を
熱
心
に
見
て

い
る
人
等
、
大
変
多
く
の
人
が
利
用

し
て
い
る
」
とB

nF

か
ら
伺
い
ま
し

た
。
そ
の
時
、
自
分
は
学
芸
員
の
道

は
選
ば
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
仕

事
を
や
っ
て
い
て
本
当
に
よ
か
っ
た

と
感
じ
ま
し
た
。【
写
真
２
、３
】

　

私
は
現
在
、
デ
ジ
タ
ル
化
と
鑑
賞

シ
ス
テ
ム
を
軸
と
し
た
事
業
開
発
を

通
じ
て
、「
新
し
い
文
化
体
験
の
モ

デ
ル
」
を
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
活
用
・

普
及
す
る
業
務
に
携
わ
っ
て
お
り
ま

す
。M

L
A

の
枠
を
超
え
て
、
教
育

や
観
光
、
福
祉
、
企
業
等
と
連
携
し

た
事
業
を
実
現
す
べ
く
、
日
々
試
行

錯
誤
し
て
い
ま
す
。
社
会
や
市
場
の

状
況
は
日
々
変
化
し
て
お
り
、「
未

来
の
あ
た
り
ま
え
」
は
常
に
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
ス
ピ
ー
ド
感
や

柔
軟
性
を
意
識
し
た
仕
事
の
取
り
組

み
が
必
要
で
あ
り
、
大
変
な
事
も
多

い
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
り

が
い
を
も
っ
て
取
り
組
め
る
の
は
、

「
文
化
芸
術
の
魅
力
を
広
く
伝
え
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
を
持
ち
続
け
て

い
る
事
と
、
大
学
の
時
に
学
ん
だ
美

術
史
、
学
芸
員
資
格
が
常
に
私
の
知

識
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。

　

も
し
、
こ
れ
か
ら
学
芸
員
資
格
を

取
得
し
た
り
、
文
化
芸
術
に
関
わ
る

仕
事
に
就
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
ぜ
ひ
こ
の
機

会
に
ご
自
身
の
目
的
や
ビ
ジ
ョ
ン
を

想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
を
と
り
ま
く
状
況
が
変
化
し

て
、
仕
事
の
内
容
や
手
段
が
変
わ
っ

た
と
し
て
も
、
目
的
・
ビ
ジ
ョ
ン
に

立
ち
返
る
事
で
多
く
の
道
筋
や
可
能

性
が
開
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
文
章
が
、
学
芸
員
に
関
わ
る

仕
事
の
一
つ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
可
能

性
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。
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ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

と
は
？

　

大
英
博
物
館
の
よ
う
な
世
界
的
な
博
物

館
を
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と

呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
に
は
「
宇
宙
、
全
世
界
的
な
」
と
い
う

意
味
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
場
合
、
旧

植
民
地
諸
国
な
ど
か
ら
の
文
化
財
返
還
要

請
を
か
わ
す
と
い
っ
た
政
治
的
な
意
味
合

い
も
帯
び
て
い
ま
す
。
過
去
に
略
奪
し
た

文
化
財
を
人
類
共
通
の
普
遍
的
な
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
と
捉
え
、
先
進
国
の
大
規
模
な
博

物
館
が
世
界
を
代
表
し
て
保
管
す
る
の

だ
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
他
方
、
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
に
は
「
普
遍
的
、
全
て
に
共
通

す
る
」
等
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。
す
べ
て

の
人
が
使
い
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
を
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
呼
び
ま
す
が
、
そ

こ
か
ら
派
生
し
て
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
を
取
り
入
れ
た
博
物
館
の
こ
と
を
日
本

で
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
誰

も
が
楽
し
め
る
博
物
館
）
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
一
九
九
八
年
に
神
奈
川
県

立
生
命
の
星
・
地
球
博
物
館
で
開
催
さ

れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
め
ざ
し
て
―
視
覚
障
害

者
と
博
物
館
」
が
最
初
で
す
。
奇
し
く
も

一
九
九
八
年
は
私
が
成
城
大
学
を
卒
業
し

た
年
で
し
た
が
、
当
時
は
博
物
館
の
専
門

的
職
員
と
し
て
学
芸
員
が
い
る
こ
と
す
ら

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
学
芸
員
の
資

格
を
取
っ
た
の
は
大
学
院
に
入
っ
て
か
ら

で
す
。

使
命
を
見
つ
け
る
こ
と
が
人
生

を
豊
か
に
す
る

　

大
学
院
で
は
他
大
学
の
講
義
も
モ
グ
リ

で
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
車
い
す

の
先
生
が
い
て
、
一
緒
に
美
術
館
巡
り
を

す
る
時
、
車
い
す
目
線
だ
と
作
品
が
見
え

に
く
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
東
海
大
学

に
職
を
得
て
か
ら
は
全
盲
の
友
人
も
で
き

ま
し
た
。
国
立
民
族
学
博
物
館
の
研
究
者

で
す
。
彼
が
主
催
す
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
に
参
加
す
る
な
か

で
、
視
覚
障
害
者
向
け
の
ハ
ン
ズ
・
オ
ン

（
触
る
）
展
示
が
私
た
ち
も
楽
し
め
る
こ

と
、
視
覚
優
位
の
世
界
に
あ
っ
て
目
が
見

え
る
私
た
ち
こ
そ
「
触
覚
」
の
魅
力
を
再

確
認
す
べ
き
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
私
は

自
ら
の
使
命
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
使
命
」

と
書
く
と
堅
苦
し
く
聞
こ
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
ど
ん
な
仕
事
で
も
自
ら
の
使

命
を
見
つ
け
、
全
力
全
開
で
チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
こ
と
が
人
生
を
豊
か
に
し
ま
す
。
私

の
使
命
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
の
実
現
で
す
。
国
籍
や
人
種
、
性
別
、

年
齢
、
障
害
の
有
無
、
社
会
的
身
分
や
経

済
的
地
位
な
ど
を
問
わ
ず
、
万
人
に
開
か

れ
た
、
博
物
館
の
一
つ
の
理
想
形
で
す
。

「
理
想
形
」
と
書
い
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど

ま
で
に
「
誰
も
が
楽
し
め
る
」
と
い
う
目

標
は
高
く
、
尊
い
か
ら
で
す
。
私
は
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
未
来
の
学
芸

員
を
育
て
る
教
育
研
究
の
現
場
で
働
い
て

い
る
か
ら
で
す
。
学
芸
員
を
目
指
す
学
生

の
み
な
ら
ず
、
未
来
を
担
う
多
く
の
学
生

に
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
輪

を
拡
げ
、
教
職
員
や
地
域
住
民
、
近
隣
自

治
体
を
も
巻
き
込
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

ひ
と
と
の
出
会
い
が
人
生
を
変

え
る

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
九
四
年
に
成
城
大
学

文
芸
学
部
芸
術
学
科
に
入
学
し
た
私
は
、

高
校
も
大
学
も
補
欠
合
格
で
し
た
。
補
欠

で
二
浪
の
負
い
目
を
感
じ
つ
つ
大
学
生
に

な
っ
た
私
は
音
楽
の
世
界
に
憧
れ
バ
イ
ト

に
明
け
暮
れ
て
い
ま
し
た
。
失
恋
も
重
な

り
大
学
を
休
み
が
ち
に
な
っ
た
の
は
二
年

生
の
頃
か
ら
で
す
。
留
年
の
危
機
を
感

じ
、
三
年
の
夏
休
み
前
に
先
生
の
研
究
室

を
訪
ね
ま
し
た
が
不
在
で
し
た
の
で
置
手

紙
を
ド
ア
の
下
の
隙
間
か
ら
放
り
込
み
ま

し
た
。
す
る
と
数
日
経
っ
て
先
生
か
ら
一

通
の
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。「
秋
学
期
は

一
日
も
休
ま
ず
に
出
席
し
な
さ
い
」
と
書

か
れ
て
い
ま
し
た
。
秋

学
期
か
ら
真
面
目
に

先
生
の
講
義
を
受
け
、

そ
こ
で
は
じ
め
て
日

本
近
代
美
術
史
の
面

白
さ
や
奥
深
さ
、
勉
強

す
る
こ
と
の
楽
し
さ

を
学
び
ま
し
た
。
卒
業

後
も
ふ
ら
ふ
ら
し
て

い
た
私
に
、
鏑
木
清
方

記
念
美
術
館
で
ア
ル

バ
イ
ト
を
や
っ
て
み

な
い
か
、
と
声
を
か
け

て
く
れ
た
の
も
先
生

で
し
た
。
私
の
そ
の
後

の
人
生
を
決
定
づ
け

る
瞬
間
で
し
た
。
私
は

大
学
院
に
進
学
し
、
現
職
に
就
い
て
か
ら

も
鏑
木
清
方
の
研
究
を
続
け
、
今
で
は
友

人
と
立
ち
上
げ
た
美
人
画
研
究
会
で
研
究

会
誌
を
発
行
し
た
り
、
鏑
木
清
方
の
研
究

者
の
一
人
と
し
て
雑
誌
や
画
集
な
ど
に
原

稿
を
書
か
せ
て
も
ら
え
た
り
す
る
ま
で
に

な
り
ま
し
た
。

　

恩
師
と
の
出
会
い
が
そ
の
後
の
人
生
を

変
え
る
と
い
う
の
は
私
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
学
部
生
や
こ
れ
か
ら
進
学
す
る

高
校
生
の
み
な
さ
ん
に
も
言
え
る
こ
と
で

す
。
大
切
な
の
は
自
ら
考
え
、
積
極
的
に

行
動
す
る
こ
と
で
す
。
真
剣
な
気
持
ち
は

必
ず
相
手
に
伝
わ
り
ま
す
。
あ
な
た
の
こ

と
は
、
遠
く
か
ら
い
つ
も
誰
か
が
見
て
く

れ
て
い
る
も
の
で
す
。
成
城
大
学
に
は
今

で
も
、
そ
ん
な
素
敵
な
先
生
が
た
く
さ
ん

い
る
の
で
す
。

大
学
・
大
学
院
で
の
学
び

　

現
在
、
私
は
兼
務
で
学
内
の
松
前
記
念

館
（
東
海
大
学
歴
史
と
未
来
の
博
物
館
）

の
学
芸
業
務
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
学
部

誰もが楽しめる

篠

聰
原 

博物館

Case5special feature
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時
代
に
日
本
近
代
の
美
術
や
そ
の
社
会
背

景
に
つ
い
て
勉
強
し
た
こ
と
、
大
学
院
で

学
ん
だ
専
門
的
な
知
識
や
技
術
は
、
実
物

の
取
り
扱
い
や
資
料
を
読
み
解
く
上
で
大

い
に
役
立
ち
ま
し
た
。
大
学
院
で
は
専
攻

す
る
日
本
美
術
史
だ
け
で
な
く
、
東
洋
美

術
史
や
西
洋
美
術
史
、
美
学
、
民
俗
学
の

講
義
な
ど
も
積
極
的
に
受
講
し
ま
し
た
。

登
壇
者
の
高
橋
さ
ん
（
当
時
は
ド
レ
ッ
ド

ヘ
ア
ー
で
し
た
）
と
一
緒
に
西
洋
美
術
の

先
生
の
ス
キ
ー
合
宿
に
参
加
し
た
り
、
学

会
の
懇
親
会
後
に
み
ん
な
で
歩
い
て
美
学

の
先
生
の
ご
自
宅
ま
で
行
き
そ
こ
で
ま
た

二
次
会
を
や
ら
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
日
本

美
術
の
先
生
と
呑
み
明
か
し
先
生
の
靴
を

間
違
え
て
履
い
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
り
、

失
礼
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
し
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
そ
こ
で
育
ま
れ
た
人
と
人
と
の

交
流
や
絆
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
人
生
を

生
き
て
い
く
上
で
重
要
な
人
間
と
し
て
の

核
の
部
分
を
形
作
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

学
芸
員
に
は
幅
広
い
知
識
や
技
術
だ
け

で
な
く
、
多
様
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方

も
必
要
で
す
が
、
一
番
大
切
な
の
は
、
人

と
人
と
の
信
頼
関
係
や
絆
を
育
む
こ
と
で

す
。
そ
れ
が
で
き
る
人
は
、
博
物
館
資
料

に
対
し
て
も
愛
情
、
愛
着
を
持
っ
て
接
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

学
芸
員
の
仕
事

　

さ
て
、
当
館
で
開
催
中
の
特
別
展
「
古

代
エ
ジ
プ
ト　

受
け
継
が
れ
る
祈
り
の

心
」
で
は
、
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ヒ
ヒ

の
神
像
を
展
示
し
、
そ
の
レ
プ
リ
カ
の
再

現
的
展
示
の
た
め
に
友
人
の
彫
刻
家
の
協

力
を
得
て
、
祠
の
造
作
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
ま
し
た
。
ス
タ
イ
ロ
フ
ォ
ー
ム
と
い

う
建
材
を
重
ね
合
わ
せ
て
電
熱
線
で
造
形

し
、
石
ス
プ
レ
ー
を
か
け
て
本
物
の
石
の

祠
の
よ
う
な
模
型
を
作
る
作
業
で
、
電
飾

に
よ
る
揺
ら
ぐ
蝋
燭
の
灯
り
も
再
現
し
ま

し
た
【
写
真
１
】。
造
作
の
仕
事
は
外
注

す
る
の
が
一
般
的
で
、
学
芸
員
の
仕
事
で

は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
館
で
は

展
示
台
の
制
作
も
学
芸
員
が
担
当
し
て
い

ま
す
。
予
算
が
少
な
い
分
、
色
々
と
創
意

工
夫
の
発
想
も
広
が
り
、
楽
し
み
な
が
ら

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。「
で
き
な
い
」
で

は
な
く
限
ら
れ
た
予
算
の
な
か
で
「
で
き

る
」
こ
と
を
探
し
、
工
夫
し
て
乗
り
切
る

こ
と
も
大
切
で
す
。

　

当
館
で
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
の
実
践
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。
二
〇
二
〇
年
か
ら
は
神
奈
川
県
と
の

協
働
に
よ
る
「
と
も
い
き
ア
ー
ト
サ
ポ
ー

ト
事
業
」
の
一
環
と
し
て
平
塚
盲
学
校
や

伊
勢
原
支
援
学
校
な
ど
と
連
携
し
、
学
生

の
体
験
的
な
学
び
の

場
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
障
害
の
程
度
や

状
態
に
か
か
わ
ら
ず
、

誰
も
が
文
化
芸
術
を

創
作
し
た
り
鑑
賞
し

た
り
発
表
す
る
機
会

の
創
出
や
環
境
整
備

を
行
う
事
業
で
、
児

童
や
生
徒
は
大
学
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
古
代

ア
ン
デ
ス
の
遺
物
を

触
っ
て
鑑
賞
し
た
り
、

肌
で
感
じ
た
そ
の
直

感
に
基
づ
き
新
た
な

作
品
を
制
作
し
た
り
、

屋
外
彫
刻
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
【
写
真
２
】
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た

り
、
触
覚
に
よ
る
鑑
賞
活
動
や
保
存
活
動

を
創
作
活
動
に
つ
な
げ
て
実
践
し
て
い
ま

す
。

文
化
芸
術
を
守
り
伝
え
る
大
切
な

仕
事

　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
単

な
る
障
害
者
対
応
、
弱
者
支
援
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
視
覚
偏
重
の
近
代
化
の
過
程

の
な
か
で
人
類
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
感
覚

の
多
様
性
、
と
く
に
「
触
覚
」
を
取
り
戻

す
た
め
の
壮
大
な
実
験
装
置
で
も
あ
り
ま

す
。
触
覚
に
よ
る
鑑
賞
は
、
作
品
の
劣
化

に
繋
が
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

確
か
に
そ
れ
は
事
実
で
す
。
他
方
、
作
品

を
美
術
館
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
に
見
て

「
消
費
」す
る
こ
と
に
慣
れ
切
っ
て
し
ま
っ

た
私
た
ち
に
は
、
そ
れ
ら
を
守
り
伝
え
て

い
く
担
い
手
と
し
て
の
意
識
が
芽
生
え
る

き
っ
か
け
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で

す
。
手
で
触
る
と
い
う
営
み
は
、
触
る
対

象
、
モ
ノ
に
対
す
る
愛
情
、
愛
着
を
育
み

ま
す
。
合
理
的
・
効
率
的
に
生
産
さ
れ
た

モ
ノ
を
目
で
み
て
大
量
に
消
費
す
る
時
代

か
ら
、
本
当
に
大
切
な
モ
ノ
を
手
で
触
っ

て
楽
し
み
、
肌
で
感
じ
な
が
ら
大
切
に
守

り
伝
え
て
ゆ
く
、
そ
う
し
た
人
に
も
自
然

に
も
環
境
に
も
優
し
い
博
物
館
が
、
共
生

社
会
の
実
現
を
後
押
し
す
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

二
〇
一
八
年
の
文
化
財
保
護
法
の
改
正

に
よ
り
、
文
化
財
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
か

し
つ
つ
、
地
域
社
会
総
が
か
り
で
そ
の
継

承
に
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
、
市
町
村
に

お
け
る
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
の
制

度
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。「
触
覚
」
に
よ

る
鑑
賞
は
、
地
域
の
文
化
芸
術
の
新
た
な

魅
力
を
発
見
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら

を
大
切
に
守
り
伝
え
る
担
い
手
の
育
成
に

も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
学

芸
員
の
仕
事
は
、
今
を
生
き
る
人
び
と
を

い
か
に
巻
き
込
む
か
、
の
仕
事
で
も
あ
り

ま
す
。
多
く
の
人
と
協
力
し
な
が
ら
、
過

去
か
ら
引
き
継
い
だ
歴
史
や
文
化
、芸
術
、

自
然
を
未
来
へ
守
り
伝
え
る
、
や
り
が
い

の
あ
る
仕
事
で
す
。

【写真２】

【写真１】
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学
芸
員
課
程
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
、
学
芸
員
の
魅
力
や

自
信
の
経
歴
、経
験
を
書
く
な
ん
て
、自
分
に
何
が
で
き
て
、

何
に
な
れ
る
か
、
な
ん
て
考
え
て
い
る
よ
う
で
考
え
て
い

な
か
っ
た
学
生
時
代
か
ら
す
る
と
、
そ
ち
ら
側
に
な
る
と

は
。
と
書
き
は
じ
め
る
前
か
ら
、
昔
を
思
い
出
し
て
い
た

ら
若
干
、
前
の
め
り
に
な
る
気
が
し
て
き
た
の
で
、
何
て

こ
と
は
な
い
、
取
る
に
足
り
な
い
程
度
の
も
の
と
し
て
、

読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

ど
う
し
て
学
芸
員
に
な
っ
た
か
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
思

い
返
す
と
、
気
づ
い
た
と
き
に
は
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
「
美

術
と
い
う
も
の
を
み
る
の
が
好
き
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と

が
き
っ
か
け
で
、
た
ま
た
ま
自
身
の
い
た
環
境
や
出
会
い
、

時
々
の
興
味
や
好
奇
心
、
体
験
や
経
験
が
積
み
重
な
っ
て
、

結
果
、
紆
余
曲
折
あ
っ
て
日
本
美
術
史
、
特
に
近
代
を
専

門
に
学
芸
員
と
し
て
い
ま
横
浜
市
歴
史
博
物
館
に
勤
務
し

て
い
る
と
い
え
る
。
来
る
も
の
は
た
ま
に
拒
ん
で
、
概
ね

受
け
入
れ
な
が
ら
や
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

な
り
に
魅
力
の
あ
る
職
業
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
成
城
大
学
に
入
学
し
た
と
き
文
芸
学
部
芸
術

学
科
で
勉
強
す
る
内
容
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
そ

れ
で
も
、
授
業
を
受
け
は
じ
め
て
日
本
美
術
史
な
る
学
問

に
初
め
て
出
会
い
、
薬
師
寺
の
薬
師
三
尊
が
神
秘
的
で
謎

に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
画
家
の
生
涯
や
作
品
技
法
と
そ

の
様
式
、
作
品
の
歴
史
的
背
景
と
そ
れ
ら
が
当
時
の
現
代

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
に
ワ
ク
ワ
ク
し
て
、

学
部
三
年
の
終
わ
り
か
四
年
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
頃
、

ぼ
ん
や
り
と
美
術
に
関
わ
る
仕
事
に
つ
け
れ
ば
く
ら
い
に

考
え
て
い
た
と
き
に
、
学
芸
員
と
い
う
仕
事
を
認
識
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
の
で
「
両
親
の
影
響
で
」、
と

か
「
幼
少
期
の
体
験
が
」
は
た
ま
た
「
劇
的
な
作
品
と
の

出
会
い
が
」
と
い
っ
た
こ
の
類
の
文
章
で
使
わ
れ
る
美
談

は
一
切
な
い
の
は
自
分
自
身
残
念
で
あ
る
。

修
士
課
程
へ
進
学
し
た
の
は
、
も
っ
と
知
り
た
い
と
い

う
「
好
奇
心
」
が
原
動
力
だ
っ
た
。
勉
強
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
資
料
や
作
品
の
扱
い
方
、
美
術
作
品
が
制
作
さ
れ

る
社
会
背
景
や
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
か
と

い
っ
た
専
門
的
な
知
識
と
考
え
方
を
学
べ
た
こ
と
は
感
謝

し
て
い
る
。
た
だ
あ
ま
り
に
で
き
が
わ
る
か
っ
た
の
で
当

然
、
博
士
課
程
に
も
進
学
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
フ
ラ
フ

ラ
し
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
新
聞
社
で
派
遣
社

員
を
し
て
、
そ
の
後
図
書
館
司
書
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も

美
術
館
・
博
物
館
に
係
り
た
い
と
考
え
る
も
の
の
論
文
も

書
い
て
い
な
い
し
、
た
ま
た
ま
募
集
の
あ
っ
た
日
本
郵
船

歴
史
博
物
館
と
い
う
企
業
博
物
館
に
就
職
し
た
の
が
キ
ャ

リ
ア
の
は
じ
ま
り
だ
。
そ
の
後
、
渋
谷
区
立
松
濤
美
術

館
、
そ
し
て
横
浜
市
歴
史
博
物
館
に
落
ち
着
き
今
に
い
た

る
。
や
り
が
い
を
感
じ
る
時
、
気
持
ち
が
満
た
さ
れ
る
時
、

帯
状
疱
疹
が
で
る
く
ら
い
辛
い
時
も
あ
っ
た
が
、
結
果
良

か
っ
た
こ
と
は
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
企
業
博
物
館
、
美
術

館
、
公
立
博
物
館
と
い
っ
た
性
質
の
異
な
る
文
化
施
設
や

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
経
験
し
、
仕
事
を
す
る
う
え
で
様
々
な

角
度
か
ら
物
事
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
。
人
間

は
思
っ
た
以
上
に
経
験
し
な
い
こ
と
、
当
事
者
で
は
な
い

こ
と
に
対
し
て
、
理
解
や
想
像
が
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
業
界
に
身
を
浸
し
て
か
ら
改
め
て
感
じ

さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
仕
事
に
就
い
て

も
あ
た
り
前
だ
が
、
人
と
人
の
つ
な
が
り
、
多
く
の
職
業

が
係
わ
り
合
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

う
当
た
り
前
の
社
会
の
構
造
を
実
感
し
た
と
い
う
こ
と

だ
。
学
芸
員
は
美
術
・
歴
史
・
民
俗
・
考
古
・
自
然
科
学

系
か
ら
水
族
館
・
動
物
園
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
あ
り
、
そ
の

た
め
に
必
要
条
件
で
あ
る
の
が
学
芸
員
資
格
で
あ
り
、
昭

Case6special feature

学芸員になってぼんやり考えたこと
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和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
制
定
・
公
布
さ
れ
た
博
物
館

法
の
な
か
に
「
博
物
館
の
専
門
的
職
員
を
学
芸
員
」
と
い

う
こ
の
一
文
に
基
づ
い
て
い
る
。
博
物
館
と
は
、
一
般
に

モ
ノ
「
資
料
」
を
収
集
保
管
し
、
調
査
研
究
や
展
示
を
中

心
に
教
育
普
及
を
役
割
と
し
た
施
設
で
あ
り
、
学
芸
員
一

つ
と
っ
て
も
専
門
分
野
、
所
属
館
に
よ
っ
て
あ
り
方
は
様
々

だ
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
直
接
係
る
仕
事
と
い
う
点
で
は
、

職
員
の
勤
務
管
理
、
経
理
、
設
備
、
警
備
を
担
う
人
、
受

付
ス
タ
ッ
フ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
が
い
る
。
ま
た
間

接
的
に
は
、
図
録
や
ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
の
デ
ザ
イ
ン
や

そ
れ
ら
を
印
刷
を
す
る
印
刷
会
社
、
展
示
な
ら
ば
展
示
ケ
ー

ス
や
展
覧
会
で
使
う
額
、
作
品
を
安
全
に
展
示
す
る
た
め

の
道
具
を
扱
う
会
社
、
展
覧
会
の
造
作
物
を
作
る
施
工
会

社
、
作
品
・
資
料
を
運
ぶ
美
術
品
専
門
の
輸
送
業
者
、
作
品
・

資
料
を
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
保
存
用
の
資
材
や
そ
れ

ら
を
直
す
修
復
の
プ
ロ
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
請
け
負
う

会
社
も
あ
る
し
、
文
化
行
政
に
係
る
地
方
自
治
体
の
文
化

財
課
の
職
員
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
開
発
管
理
す
る
シ
ス
テ

ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
文
化
財
を
専
門
に
撮
影
す
る
フ
ォ
ト
グ

ラ
フ
ァ
ー
、
と
い
っ
た
具
合
に
一
部
を
あ
げ
て
も
多
岐
に

わ
た
り
、
広
く
文
化
に
係
る
そ
し
て
携
わ
る
こ
と
の
で
き

る
仕
事
は
学
芸
員
だ
け
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
。

「
学
芸
員
に
な
る
に
は
何
が
必
要
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
作
品
・
資
料
を
見
て
、
想
像
し
て
、
疑
問

に
思
っ
て
、
調
べ
て
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
を
続
け
る
こ
と

と
好
き
で
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
。
お
風
呂
に
入
っ
て
い
る

と
、
素
晴
ら
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が
閃
く
。
大
切
に
覚
え
て

お
い
て
、
ペ
ン
を
持
ち
書
き
は
じ
め
る
前
の
ち
ょ
っ
と
気

を
許
し
た
瞬
間
、
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
本
当
に
大
切

な
も
の
は
、
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
将

来
の
職
業
を
選
択
す
る
時
、
や
や
も
す
れ
ば
、
シ
ニ
シ
ズ

ム
的
な
態
度
に
な
り
が
ち
な
、
現
代
社
会
で
は
、
正
し
い

こ
と
、
正
解
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
何
が
必
要
で
必
要

で
は
な
い
か
は
、
残
念
な
が
ら
受
験
勉
強
で
は
な
い
の
で
、

わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
に
無
駄
が
あ
っ
て
も
い
い
し
、
結
果

無
駄
に
な
ら
な
い
瞬
間
が
あ
れ
ば
ラ
ッ
キ
ー
ぐ
ら
い
で
、

学
ぶ
こ
と
を
諦
め
な
い
で
ほ
し
い
と
思
う
し
、
そ
れ
は
「
い

つ
か
何
か
を
始
め
る
た
め
の
ス
タ
ー
ト
ダ
ッ
シ
ュ
」
に
な

る
か
ら
と
思
う
の
で
あ
る
。

博
物
館
の
社
会
に
対
す
る
役
割
は
大
き
く
変
化
し
て
い

る
。
二
〇
一
九
年
の
文
化
財
保
護
法
改
正
施
行
、
文
化
財

保
存
活
用
地
域
計
画
、
観
光
立
国
を
あ
げ
る
日
本
に
お
い

て
文
化
財
を
い
か
に
活
用
す
る
こ
と
が
問
わ
れ
、
博
物
館

法
が
改
正
さ
れ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
そ
し
て
学
芸
員
に
と
っ

て
も
文
化
の
関
わ
り
方
大
き
く
問
わ
れ
る
転
換
期
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
美
術
、
歴
史
、
民
俗
、
自
然
、
広
く
文
化
に

携
わ
る
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
そ
れ
を
目
指
し
、
も
し
将
来

の
職
業
の
選
択
肢
に
学
芸
員
が
あ
る
な
ら
ば
是
非
目
指
し

て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。IC

O
M

（
国
際
博
物
館
会
議
）

刊
行
の
『
博
物
館
組
織
』（
国
際
博
物
館
会
議
編 

国
際
博

物
館
会
議
日
本
委
員
会
訳 

国
際
博
物
館
会
議
日
本
委
員
会 

一
九
六
五
）
の
な
か
で
、
ダ
グ
ラ
ス
・
A
・
ア
ラ
ン
は
「
す

べ
て
の
博
物
館
の
知
的
能
力
と
活
動
は
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の

双
肩
に
か
か
り
、
博
物
館
が
成
功
す
る
か
否
か
に
関
し
て

そ
の
要
因
を
あ
げ
て
い
く
時
、
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
個
性
が

最
も
致
命
的
な
要
因
と
な
る
」と
い
う
。
そ
し
て「
キ
ュ
レ
ー

タ
ー
は
館
を
浴
も
す
れ
ば
、
悪
く
も
す
る
力
の
源
で
あ
る
」

と
い
う
。
現
代
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
事
情
か
ら
す
る
と
や
や

学
芸
員
中
心
主
義
的
な
偏
重
さ
は
否
め
な
い
も
の
の
、
こ

こ
に
は
、
学
芸
員
が
文
化
を
守
り
継
承
す
る
一
翼
を
担
う

仕
事
で
あ
る
と
い
う
魅
力
が
つ
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。

横浜市歴史博物館学芸員

だいもんいしよ
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【編集後記】
 物事を素直にとらえることは難しい。テレビの画面にニュースキャスターとコメンテーターが写っている。画面にはニュー

スのセットとニュースを読み上げる人が映っているのみである。視点を少し変えると画面の外、スタジオの周りにはカメラが
あり、音声、音響、AD やプロデューサー、見学している人もいるかもしれない。ニュースで映し出された VTR にはそれを
撮影し編集しテロップを入れ音声がいれられる。そこにも複数の人たちが多様に関わっていることは、なかなか意識しても気
づかないものである。見ている、聞いている、知っている事が全てではない事、箱庭の外には世界が広がり、箱庭すらも作ら
れたかもしれない。という想像力を学芸員を目指す学生も目指さない学生も、そしてこれから将来の仕事を考えようとする学
生には持ち続けてほしいと思う。本号は、成城大学文芸学部創設 70 周年記念事業 学芸員課程創設 50 周年記念シンポジウム
開催にあわせて、登壇いただく本学出身の先輩がたに、寄稿をいただいた。諸先輩のそれぞれ語る言葉にはどんな経験が裏付
けられているのか想像をめぐらせて読んでいただければと思う。　（Y）
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※名称は卒業生の就職当時のものです。 ★ 47 都道府県中 31 都道府県に就職（66.0%））
★面積カバレッジ 70.1％

Curator employment map

清春白樺美術館、山梨県立
博物館、池田満寿夫美術館、
諏訪市美術館、長野県信濃
美術館、長野市立博物館、
岐阜県現代陶芸美術館、岐
阜県美術館、上原美術館、
MOA 美術館、静岡県立美
術館、愛知県美術館、豊田
市美術館 

愛媛県美術館、高畠華宵
大正ロマン館、香川県立
ミュージアム

茨城県近代美術館、小杉放菴記念
日光美術館、栃木県立博物館、群
馬県立自然史博物館、群馬県立館
林美術館、群馬県立歴史博物館、
高崎市美術館、朝霞市博物館、う
らわ美術館、川口市教育委員会、
川越市立博物館、埼玉県立近代美
術館、埼玉県立歴史と民俗の博物
館、宮代町郷土資料館、我孫子市
教育委員会、国立歴史民俗博物館、
千葉県教育委員会、千葉県立中央
博物館、千葉県立美術館、千葉県
立房総のむら、船橋市教育委員会、
八千代市立郷土博物館、出光美術
館、大倉集古館、太田記念美術館、
小川美術館、国文学研究資料館、
国立西洋美術館、汐留ミュージア
ム、渋谷区立松濤美術館、静嘉堂
文庫美術館、世田谷区立郷土資料
館、世田谷区立次大夫堀公園民家
園、泉屋博古館分館、タイムドー
ム明石（中央区立郷土天文館）、大
東急記念文庫、たばこと塩の博物
館、東京国立近代美術館、東京国
立博物館、東京ステーションギャ
ラリー、東京都江戸東京博物館、
東京都写真美術館、東京都庭園美
術館、東郷青児記念 損保ジャパン
日本興亜美術館、日本書道美術館、
ニューオータニ美術館、根津美術
館、練馬区立美術館、八王子市郷
土資料館、府中市美術館、ブリヂ
ストン美術館、文化庁、松岡美術館、
三井記念美術館、目黒区美術館、
山種美術館、厚木市郷土資料館、
神奈川県立歴史博物館、鎌倉国宝
館、鎌倉市鏑木清方記念美術館、
川崎市市民ミュージアム、川崎市
立日本民家園、そごう美術館、松
前記念館、玉川文化財研究所、横
浜美術館 

荻野美術館、倉敷市教育委
員会、海の見える杜美術館、
広島市現代美術館、ふくや
ま美術館 出光美術館門司、熊本市

現代美術館、熊本市立熊
本博物館、中冨記念くす
り博物館、大分県立歴史
博物館、沖縄県教育委員
会、那覇市歴史博物館 

青森県立郷土館、棟方志功記
念館、八戸市美術館、宮城県
美術館、木の博物館吉成銘木
店、郡山市立美術館、みちの
く民俗文化研究所 

北海道立帯広美術館、
北海道立近代美術館、
北海道立函館美術館 

佐川美術館、アサヒビール大山崎山荘美術館、京都国立近
代美術館、泉屋博古館、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪市
立美術館、能楽資料館

Kinki


