


特集

地域と時間をつなぐ
――「よそ者」の役割とは

表紙・裏表紙・扉／大阪市大正区
泉尾にある築約65年の長屋を改修
した「ヨリドコ 大正メイキン」。1階
のシェアアトリエにクリエイターたち
が集う。
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と
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な
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値
観
を
持
つ「
よ
そ
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は
︑

社
会
に
変
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を
も
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ら
す
存
在
と
し
て
︑

古
く
か
ら
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
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も
地
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切
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し
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い
ま
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が
︑

た
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を
も
た
ら
す
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と
捉
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︑
こ
れ
か
ら
の
姿
を
考
え
て
い
く
な
か
で
︑
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︑
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考
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を
重
ね
ま
す
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

赤
坂
憲
雄

Akasaka N
orio

［
学
習
院
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授
］

変
わ
り
続
け
、問
い
続
け
る
、

「
異
人
＝
よ
そ
者
」と
い
う
存
在

脇
坂
敦
史
＝
取
材
・
執
筆

栗
原
論
＝
撮
影

地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
、
今
あ
ら
た
め
て
「
よ
そ
者
」
の
力
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。

が
、
ひ
と
口
に
「
よ
そ
者
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
あ
り
方
は
じ
つ
に
多
様
で
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
。

ウ
チ
と
ソ
ト
を
自
在
に
行
き
来
し
、
人
と
人
の
新
た
な
結
び
つ
き
を
生
み
出
す
、「
よ
そ
者
」
の
役
割
と
は
何
か
？

民
俗
学
者
と
し
て
早
く
か
ら
そ
の
存
在
に
注
目
、
そ
の
後
は
独
自
の
「
東
北
学
」
を
通
じ
て
、

異
人
・
境
界
・
排
除
な
ど
の
概
念
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
視
点
か
ら
問
い
直
し
て
き
た
赤
坂
憲
雄
さ
ん
に
、

う
つ
り
変
わ
る
「
よ
そ
者
」
観
、
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
た
。

『
異
人
論
序
説
』（
１
９
８
５
年
）
を
書
い

た
１
９
８
０
年
代
半
ば
、
私
は
ち
ょ
う
ど

30
歳
く
ら
い
で
し
た
。
民
俗
学
や
国
文
学
、

宗
教
学
や
社
会
学
、
現
代
思
想
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
「
ウ
チ
と
ソ

ト
」「
秩
序
と
混
沌
」「
清
浄
と
不
浄
」

「
自
己
と
他
者
」
と
い
っ
た
二
元
論
を
見

出
し
、
そ
の
境
界
や
交
わ
り
に
豊
か
な
物

語
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
こ
の
本
は
私
に

と
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
出
発
点
と

な
り
ま
し
た
。

私
の
な
か
に
は
若
い
感
覚
と
し
て
、
自

分
が
生
き
て
い
る
こ
と
の
窮
屈
さ
と
か
居

心
地
の
悪
さ
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ

し
て
み
た
か
っ
た
。
自
分
は
「
よ
そ
者
」

（
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
）
で
は
な
い
か
？
と
い

う
違
和
感
。『
異
人
論
序
説
』
の
な
か
で

繰
り
返
し
描
い
た
、
両
義
的
な
、「
ウ
チ

と
ソ
ト
」
に
引
き
裂
か
れ
た
存
在
と
し
て

の
「
異
人
」（
図
１
）
に
は
、
そ
う
い
う
自

分
の
不
安
定
さ
が
投
影
さ
れ
て
い
た
と
思

い
ま
す
。

続
編
と
し
て
『
排
除
の
現
象
学
』

（
１
９
８
６
年
）
を
書
い
た
と
き
に
も
、
同

じ
よ
う
な
感
覚
が
色
濃
く
あ
り
ま
し
た
。

私
の
暮
ら
し
て
い
た
武
蔵
野
は
都
市
化
の

進
む
東
京
の
ウ
チ
と
ソ
ト
が
接
す
る
境
界

と
し
て
、「
三
億
円
事
件
」（
68
年
）
や

「
イ
エ
ス
の
方
舟
事
件
」（
79
～
80
年
）
な

ど
特
異
な
事
件
の
現
場
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
の
本
の
な
か
で
は
、
新
聞
を
に
ぎ
わ
す

そ
う
し
た
社
会
問
題
の
輪
郭
を
描
き
な
が

ら
、「
排
除
の
論
理
」
を
強
め
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
、
そ
れ
に
追
い
詰
め
ら

れ
た
異
人
た
ち
の
あ
り
方
を
、
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
考
察
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
埼
玉
県
の
国
有
林
に
建
設

計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
た
自
閉
症
者
の
た

め
の
施
設
に
、
隣
接
す
る
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

の
住
民
か
ら
反
対
運
動
が
起
き
た
と
い
う

事
件
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
現
代
に
も
通

じ
る
、
先
駆
的
な
事
例
で
す
。
注
目
し
た

の
は
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
住
民
の
過
剰
と
も

思
え
る
拒
否
反
応
に
対
し
、
も
っ
と
古
く

か
ら
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
「
旧
住
民
」
の

側
が
む
し
ろ
受
容
的
だ
っ
た
と
い
う
事
実
。

す
で
に
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
い
う
巨
大
な

「
異
物
」
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
彼
ら

に
と
っ
て
、
新
し
い
施
設
が
ひ
と
つ
増

え
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
地
価
や

資
産
価
値
の
低
下
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
住
民
の
懸
念
の
な
か
に
、
い
ず
れ

自
分
と
家
族
は
そ
の
家
と
土
地
を
売
っ

て
ど
こ
か
に
移
住
し
て
い
き
た
い
と
い

う
、
定
住
と
は
矛
盾
し
た
願
望
が
あ
る

こ
と
に
も
驚
き
ま
し
た
。

「
ウ
チ
と
ソ
ト
」「
排
除
す
る
側
と
さ
れ

る
側
」
の
関
係
は
こ
の
よ
う
に
複
雑
で
あ

り
、
ね
じ
れ
て
い
て
、
常
に
当
事
者
が
引

き
裂
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
丁
寧
に
解
き

ほ
ぐ
す
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
今
で
も
そ
れ
は
同
じ
よ
う
に
感
じ
て

い
ま
す
。

ふ
た
つ
の
著
作
を
書
く
こ
と
で
見
え
た

こ
と
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、

ど
こ
か
で
そ
れ
を
超
え
た
い
、
そ
こ
で
得

た
視
点
を
崩
し
た
い
と
い
う
感
覚
も
強
く

な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
１
９
９
２
年
に
東

北
に
新
し
く
で
き
た
大
学
か
ら
「
教
員
に

な
ら
な
い
か
」
と
い
う
誘
い
が
あ
っ
た
と

き
、
私
は
ふ
た
つ
返
事
で
そ
れ
に
乗
っ
た

の
で
す
。

東
北
を
選
ん
だ
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
私

の
父
が
か
つ
て
福
島
県
で
炭
焼
き
や
山
師

［
＊
１
］
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
に
関
係

し
ま
す
。
父
は
生
ま
れ
故
郷
を
追
わ
れ
る

よ
う
に
東
京
へ
出
て
き
ま
し
た
。
父
の
人

生
の
背
後
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
も
の
を
、

自
分
の
目
で
確
認
し
て
み
た
い
。
結
果
と

し
て
、
東
北
の
村
や
町
に
入
っ
て
聞
き
書

き
を
す
る
と
い
う
仕
事
を
20
年
間
に
わ

た
っ
て
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

父
や
家
族
の
話
の
な
か
に
は
、
田
ん
ぼ

と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
く
わ
え
て
、
私
が
育
っ
た
東
京
の

武
蔵
野
台
地
も
畑
作
地
帯
。
自
分
の
原
風

景
の
な
か
に
は
田
ん
ぼ
と
い
う
も
の
は
な

い
。
後
知
恵
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が

や
が
て
非
水
田
的
な
も
の
に
こ
だ
わ
っ
た

私
自
身
の
「
東
北
学
」
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

武
蔵
野
は
父
の
よ
う
に
故
郷
を
捨
て
て

移
り
住
ん
で
き
た
人
た
ち
が
大
多
数
を
占

「
ウ
チ
と
ソ
ト
」に

引
き
裂
か
れ
た
自
己
を
見
つ
め
て

東
北
で
出
会
っ
た
、

共
同
体
の
内
な
る「
よ
そ
者
」た
ち

█図1：「異人＝よそ者」のさまざまな形

『異人論序説』に掲載の、漂泊と定住から分類した共同体と異人（よ
そ者）の関係（一部改変）。①一時的に交渉をもつ芸能者・遊行
の宗教者・渡り職人など、②行商人・旅人・巡礼者・赴任者など他
集団からの訪問者、③移民・嫁や婿・転入者などの移住者、④掟
を破った者など秩序の周縁に追いやられた人々、⑤故郷へ帰る旅
人など外の世界からの帰還者、⑥共同体とは無縁の完全な「よそ者」。

ソト集団
（they-group）

❶漂泊民❷来訪者

❸移住者

❺帰郷者

❹マージナル・マン
（境界者）

❻バルバロス
（完全なよそ者）

ウチ集団
（we-group）
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め
る
、
い
わ
ば
「
移
民
の
大
地
」
で
す
。

成
功
者
た
ち
が
屋
敷
を
構
え
る
東
京
の
中

心
部
と
違
い
、
周
縁
化
さ
れ
た
「
よ
そ

者
」
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
土

地
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い

し
、
語
ら
な
い
。
私
を
含
め
、
武
蔵
野
を

故
郷
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
あ
ま
り
い
な

い
し
、
距
離
感
が
あ
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
東
北
で
「
根
っ
こ
が
あ
っ
て
、

そ
の
地
に
足
を
つ
け
て
暮
ら
し
て
い
る
人

た
ち
」
に
話
を
聞
く
こ
と
が
楽
し
か
っ
た
。

自
分
が
安
心
し
て
「
よ
そ
者
」
に
な
れ
る

こ
と
に
も
、
解
放
感
が
あ
っ
た
。「
よ
そ

者
」
と
し
て
村
や
町
を
訪
ね
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
話
を
聞
く
。

土
地
ご
と
に
祭
り
の
あ
る
世
界
を
あ
ら
た

め
て
知
り
、
山さ

ん

野や

河か

海か
い

［
＊
２
］
と
交
わ
り

な
が
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
暮
ら
し
の

風
景
は
い
い
な
あ
、
と
心
か
ら
思
っ
た
の

で
す
。

そ
の
後
、
東
日
本
大
震
災
の
2
カ
月
前

に
東
北
を
離
れ
た
私
は
、
約
20
年
ぶ
り
で

武
蔵
野
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
今
も
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
東
北
と
の
つ
な
が
り
を
も
ち
、

東
北
に
関
係
す
る
仕
事
も
続
け
て
い
ま
す

が
、
離
れ
て
み
て
気
づ
く
こ
と
も
多
く
あ

り
ま
す
。

思
い
返
し
て
み
る
と
、
も
と
も
と
土
地

の
古
い
話
は
「
村
の
旧
家
」
や
「
根
っ
こ

が
あ
っ
て
、
そ
の
地
に
足
を
つ
け
て
暮
ら

し
て
い
る
人
た
ち
」
が
よ
く
知
っ
て
い
る
、

と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
私
の
な
か

に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は

そ
う
い
う
人
た
ち
の
語
る
歴
史
と
い
う
の

は
公
式
的
で
、
か
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
も

多
い
。
だ
か
ら
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
が
、
い
つ
の
ま
に
か
「
よ
そ
者

性
」
を
強
く
も
つ
人
た
ち
の
話
に
耳
を
傾

け
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。

最
上
川
に
面
す
る
小こ

外と

川が
わ

と
い
う
集
落

に
暮
ら
し
て
い
た
加
藤
さ
ん
と
い
う
方
も
、

そ
ん
な
お
ひ
と
り
で
し
た
。
１
９
６
０
年

代
以
降
に
離
村
が
進
み
、
も
は
や
２
人
の

老
人
が
暮
ら
す
だ
け
だ
っ
た
そ
の
村
は
、

消
え
失
せ
る
運
命
に
あ
り
ま
し
た
。
彼
が

そ
こ
に
婿
養
子
と
し
て
や
っ
て
き
た
の
は

50
年
ほ
ど
前
。
し
か
し
加
藤
さ
ん
が
語
る

か
つ
て
の
村
の
姿
に
は
、
中
世
以
来
の
歴

史
を
も
つ
「
川
の
民
」、
川
に
漁す

な
ど

る
漁
労

民
が
生
き
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、『
奥

の
細
道
』
で
そ
こ
を
通
過
し
た
松
尾
芭
蕉

が
け
っ
し
て
語
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
「
も

う
ひ
と
つ
の
東
北
」
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

と
り
わ
け
深
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
、
女
性
た
ち
で
す
。
考
え
て
み
る
と
、

女
性
た
ち
の
多
く
は
よ
そ
か
ら
嫁
入
り
し

て
そ
こ
に
や
っ
て
く
る
。
結
婚
す
る
と
き
、

「
も
う
お
前
は
二
度
と
帰
っ
て
く
る
な
」

と
言
わ
れ
新
し
い
土
地
に
移
住
し
て
き
て

い
る
の
で
す
。

「
○
○
さ
ん
の
故ふ

る

郷さ
と

は
ど
こ
で
す
か
？
」

「
○
○
さ
ん
に
と
っ
て
故
郷
は
何
で
す
か
」

と
い
う
質
問
を
投
げ
か
け
る
と
体
が
強こ

わ

ば
っ
て
し
ま
い
、
答
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
ん
な
女
性
に
出
会
っ
た
と
き
の
こ

と
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
村
社
会
に
お
い

て
、
そ
も
そ
も
女
性
は
「
よ
そ
者
」
で
あ

り
続
け
て
い
た
の
だ
、
と
気
づ
き
ま
し
た
。

彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
故
郷
は
ま
さ
に
、

引
き
裂
か
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

東
北
の
小
さ
な
村
と
い
っ
て
も
、
均
質

で
は
な
い
。
入
っ
て
き
た
ば
か
り
の
人
も

い
る
し
、
家
族
の
な
か
に
村
を
出
て
い
っ

て
し
ま
っ
た
人
が
い
る
こ
と
も
多
い
。
私

の
よ
う
な
「
よ
そ
者
」
に
と
っ
て
最
初
は

み
ん
な
「
村
の
人
」
で
す
が
、
そ
れ
は
こ

ち
ら
が
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
す
。

東
北
は
、
私
の
父
の
よ
う
に
村
を
捨
て
て

都
会
へ
出
て
い
っ
た
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、

北
海
道
や
戦
前
の
満
洲
、
ハ
ワ
イ
へ
移
民

し
た
と
い
う
家
族
も
多
く
、
そ
こ
か
ら

帰
っ
て
き
た
人
た
ち
も
い
る
。

民
俗
学
に
お
い
て
も
、
従
来
は
〝
漂
泊

と
定
住
［
＊
３
］〟
と
い
う
対
比
的
な
二
元

論
を
語
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
単

純
な
図
式
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
で
す
。

た
し
か
に
、
今
も
地
方
で
発
言
権
を

も
っ
て
い
る
の
は
、
代
々
そ
の
名
が
村
に

伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
「
定
住
者
」
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
掟
に
従
わ

な
い
者
＝
「
よ
そ
者
」
を
排
除
す
る
よ
う

な
論
理
も
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に

は
「
よ
そ
者
」
が
出
た
り
入
っ
た
り
す
る

の
が
当
た
り
前
な
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
を
覆

い
隠
す
よ
う
な
「
定
住
の
村
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
強
い
の
で
し
ょ

う
か
？

中
世
ま
で
の
日
本
の
社
会
は
、
移
動
す

る
人
た
ち
の
多
い
世
界
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
少
し
ず
つ
定
住
性
の
強
い
村
が
つ
く

ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
歴
史
学
者
の
網
野

善
彦
さ
ん
が
描
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま

だ
漂
泊
性
の
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
し
た
。

網
野
さ
ん
は
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』

（
１
９
７
８
年
）
と
い
う
本
の
な
か
で
、
そ

ん
な
中
世
を
あ
る
意
味
で
〝
希
望
〟
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
共
同
体

の
隙
間
に
ア
ウ
ト
ロ
ー
た
ち
の
小
さ
な

ユ
ー
ト
ピ
ア
（
ア
ジ
ー
ル
＝
聖
域
、
無
縁
の

者
が
集
う
場
）
が
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
自
由
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
す
。

し
か
し
戦
国
時
代
を
経
て
、
近
世
の
定

住
的
な
共
同
体
は
よ
そ
か
ら
く
る
人
た
ち

に
対
し
、
あ
る
種
の
差
別
的
な
ま
な
ざ
し

を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が

自
分
た
ち
の
共
同
性
を
よ
り
強
固
に
す
る

こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
す
。
柳
田
国
男
も

言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
中
世
か
ら
近

世
に
か
け
て
村
の
周
縁
に
定
着
し
た
人
た

ち
が
被
差
別
民
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
く
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
強
い
定
住

化
へ
の
傾
斜
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
戦
後
の
農
村
も
、
定
住
的
な
共

同
体
と
し
て
の
力
が
弱
ま
っ
て
い
た
と
は

い
え
、
長
い
間
に
わ
た
り
相
互
扶
助
と
排

除
の
原
理
を
同
時
に
抱
え
込
ん
で
い
ま
し

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
ば
社
会
学
者

の
鶴
見
和
子
さ
ん
が
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、

共
同
体
に
と
っ
て
の
「
内
発
的
発
展
」
を

促
す
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
よ
そ
者
の
効

用
」
も
考
え
ら
れ
た
。
私
自
身
も
『
異
人

論
序
説
』
を
書
い
て
い
る
と
き
、
そ
う
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ

ど
も
今
や
、
定
住
共
同
体
が
存
在
す
る
と

い
う
前
提
自
体
が
幻
想
だ
と
思
っ
た
方
が

よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
つ
て
の
東
北
で
は
、
家
督
を
継
ぐ
べ

き
長
男
と
次
男
以
下
の
間
に
圧
倒
的
な
格

差
が
あ
り
ま
し
た
。
長
男
以
外
が
家
に

残
っ
た
場
合
は
「
お
じ
」、
女
な
ら
「
お

ば
」
と
呼
ば
れ
、
薄
汚
い
格
好
で
働
か
さ

れ
て
馬
小
屋
に
寝
起
き
し
て
い
た
り
す
る
。

私
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
今
村
昌
平
監
督
の

映
画
『
楢な

ら

山や
ま

節ぶ
し

考こ
う

』（
１
９
８
３
年
）
で
左

と
ん
平
さ
ん
が
見
事
に
演
じ
て
い
た
利
助

と
い
う
男
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
彼
は
村
人

か
ら
「
く
さ
れ
」
な
ど
と
さ
げ
す
ま
れ
、

中
年
に
な
っ
て
も
童
貞
の
彼
は
日
々
性
欲

に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
時
代
が
下
が
る
と
、
高
度
経
済

成
長
期
の
集
団
就
職
な
ど
で
、
そ
う
い
う

マ
ー
ジ
ナ
ル
（
境
界
・
周
縁
的
）
な
存
在

は
次
々
と
外
へ
出
て
い
っ
て
し
ま
う
。
な

か
に
は
、
都
会
で
功
成
り
名
を
遂
げ
て
村

に
帰
っ
て
く
る
者
も
い
ま
す
。
逆
に
、
残

さ
れ
た
長
男
は
家
屋
敷
と
田
ん
ぼ
が
あ
っ

て
も
嫁
は
来
て
く
れ
ず
に
鬱
々
と
し
て
い

た
り
。
今
で
は
、
関
係
は
完
全
に
逆
転
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。

地
域
社
会
が
人
を
縛
る
力
と
い
う
の
は
、

「
掟
を
守
り
、
や
る
べ
き
こ
と
を
や
れ
ば
、

必
ず
お
前
を
助
け
る
」
と
い
う
関
係
で
す
。

柳
田
国
男
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は

「
村
の
共
産
制
」
で
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
と

し
て
入い

り

会あ
い

地ち

［
＊
4
］
の
利
用
権
を
も
た
な

け
れ
ば
、
村
で
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
共
同
体
の
力
は
、
今
や
壊
れ

て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吉
本
隆

明
さ
ん
が
著
書
『
共
同
幻
想
論
』

（
１
９
６
８
年
）
な
ど
に
言
う
と
こ
ろ
の

「
恐
怖
の
共
同
性
」
は
な
お
も
人
々
を
脅

か
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
「
こ
こ
を
出

た
者
は
必
ず
不
幸
に
な
る
」
と
い
う
、
あ

る
種
の
「
呪
い
」
で
す
。
そ
の
呪
い
は
、

今
も
繰
り
返
し
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

人
類
学
者
の
西
田
正
規
さ
ん
が
面
白
い

こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
人
類
が
「
遊

動
」
か
ら
「
定
住
」
へ
と
生
活
の
ス
タ
イ

ル
を
大
き
く
変
え
た
「
定
住
革
命
」
の
始

ま
り
は
１
万
年
ほ
ど
前
で
す
が
、
そ
れ
は

「
逃
げ
ら
れ
る
社
会
」
か
ら
「
逃
げ
ら
れ

な
い
社
会
」
へ
の
転
換
で
あ
る
と
い
う
の

で
す
（
4
頁
の
図
２
）。

た
と
え
ば
死
体
を
ど
こ
に
埋
葬
す
る
か
、

ゴ
ミ
を
ど
こ
に
処
理
す
る
か
と
い
う
の
は
、

定
住
と
と
も
に
人
類
が
初
め
て
直
面
し
た

問
題
で
す
。
集
団
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、

同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
遊
動
す
る
人
た

ち
は
、
離
れ
る
、
分
か
れ
る
、
去
る
、
捨

て
る
…
…
離
合
集
散
と
い
う
も
の
を
当
た

り
前
に
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
同
じ
場
所
に
住
み
つ
づ
け
る
社
会
に

お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
起

こ
る
し
、
嫌
な
人
間
と
も
一
緒
に
暮
ら
さ

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
あ
い
つ
よ
り
俺
の

方
が
食
べ
も
の
が
少
な
い
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
が
見
え
て
し
ま
う
世
界
で
は
、
掟

や
し
き
た
り
を
つ
く
り
、
メ
ン
バ
ー
の
欲

望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
共
同
体

が
壊
れ
て
し
ま
う
。「
逃
げ
ら
れ
な
い
社

会
」
は
、
そ
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
っ

た
わ
け
で
す
。

同
じ
よ
う
に
、『
異
人
論
序
説
』
の
な

か
で
私
が
描
い
た
定
住
と
漂
泊
の
せ
め
ぎ

合
い
も
、
こ
の
大
き
な
１
万
年
の
ス
ケ
ー

ル
で
考
え
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
て

見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
田
さ
ん
の
『
人

類
史
の
な
か
の
定
住
革
命
』（
原
題
『
定
住

革
命
』、
１
９
８
６
年
）
を
読
ん
で
、
私
は

「
逃
げ
ら
れ
な
い
社
会
」
が
今
、
柔
ら
か

く
壊
れ
は
じ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

█図2：遊動から定住による生活様式の変化

遊動から定住への革命が起こったことで、人類は新たな
問題と直面し「逃げられない社会」を構成することになっ
た。出典／『人類史のなかの定住革命』西田正規
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逃
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逃
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」
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そ
れ
は
数
百
年
と
い
う
よ
う
な
長
い
時
間

の
単
位
で
、
気
が
つ
く
と
そ
う
な
っ
て
い

た
と
い
う
よ
う
な
話
で
す
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
匿
名
性
の
高
い
世
界
が

存
在
し
、
そ
こ
に
仮
想
通
貨
が
流
通
し
は

じ
め
た
現
代
の
遊
動
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
さ
ら
に
広
が
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
消

え
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、
た
と
え
ば
学
校
や
い
じ
め
か

ら
逃
げ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
込
ま
さ
れ
、

自
殺
を
選
ん
で
し
ま
う
子
ど
も
た
ち
を
見

て
い
る
と
、「
逃
げ
て
も
い
い
ん
だ
よ
！
」

と
言
い
た
く
な
る
。
今
、
私
た
ち
の
ひ
と

り
ひ
と
り
が
逃
げ
ら
れ
る
強
さ
を
も
ち
、

逃
げ
る
人
に
対
し
て
も
寛
容
な
あ
り
方
を

見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
途
上
だ
と
思
い

ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
後
に
は
、
私
を
含
め

て
多
く
の
人
が
、
原
子
力
発
電
所
に
代
表

さ
れ
る
大
都
市
型
の
中
央
集
権
的
な
シ
ス

テ
ム
の
限
界
を
感
じ
て
い
ま
す
。
代
わ
り

に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
循
環

型
の
地
産
地
消
的
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て

い
く
し
か
な
い
―
―
そ
の
よ
う
な
考
え
か

ら
、
福
島
県
会
津
で
酒
屋
の
社
長
を
し
て

い
た
私
の
友
人
の
佐
藤
彌
右
衛
門
さ
ん
が
、

小
さ
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
会
社
を

つ
く
り
ま
し
た
。
大
企
業
の
人
た
ち
か
ら

は
「
再
エ
ネ
は
雇
用
を
生
ま
な
い
」
と
言

わ
れ
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
資
金

を
集
め
て
つ
く
っ
た
そ
の
小
さ
な
会
社
は
、

１
、２
年
で
20
人
近
く
の
地
元
雇
用
を
生

み
出
す
よ
う
に
な
り
、
今
は
会
津
の
地
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
に
ま
で
育
っ
て

い
ま
す
。

か
つ
て
の
村
に
は
、
志
や
思
い
を
共
有

す
る
人
た
ち
が
応
援
し
合
う
形
で
お
金
を

出
す
「
頼た

の

母も

子し

」
や
各
種
の
「
講
」［
＊
5
］

と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
、
柳
田
国
男
は

そ
こ
に
「
村
の
共
産
制
」
の
痕
跡
を
見
ま

し
た
。
今
な
ら
ネ
ッ
ト
を
通
じ
、
そ
の
仕

組
み
を
内
か
ら
外
へ
と
開
か
れ
た
形
で
再

編
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
だ
け

で
す
べ
て
が
ま
か
な
え
る
わ
け
で
は
な
い

に
せ
よ
、
遠
く
に
い
る
「
誰
か
」
が
利
益

を
す
べ
て
奪
っ
て
い
っ
た
り
、「
誰
か
」

が
す
べ
て
を
抱
え
込
ん
だ
り
す
る
形
で
は

な
く
な
り
ま
す
。

海
も
川
も
太
陽
も
風
も
、
誰
の
も
の
で

も
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
そ
れ
は
先
に
あ

げ
た
「
入
会
」
で
す
。
柳
田
も
ま
た
、
そ

う
い
う
協
同
組
合
的
な
考
え
方
を
広
め
よ

う
と
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト

を
通
じ
た
現
代
の
頼
母
子
か
ら
始
ま
る
、

新
し
い
地
域
社
会
の
仕
組
み
。
そ
れ
も
排

他
的
に
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、「
よ
そ
者
」

に
対
し
て
も
徹
底
的
に
開
か
れ
た
形
を
も

た
せ
る
―
―
そ
う
い
う
試
み
が
今
、
あ
ち

こ
ち
で
小
さ
な
新
し
い
風
景
を
つ
く
り
つ

つ
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

従
来
の
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
と
「
開

か
れ
た
社
会
」
と
い
う
対
比
の
上
に
、

「
逃
げ
ら
れ
る
社
会
」
か
ら
「
逃
げ
ら
れ

な
い
社
会
」
へ
、
と
い
う
大
き
な
歴
史
の

流
れ
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
す
る
と
、
す
べ

て
が
「
自
分
ご
と
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
、
そ
う
い

う
新
し
い
意
識
を
も
ち
、
企
業
の
な
か
で

窮
屈
な
思
い
を
す
る
よ
り
も
自
分
で
生
き

る
こ
と
を
選
び
た
い
、
と
地
方
へ
向
か
う

若
者
た
ち
が
増
え
て
い
ま
す
。

私
が
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
岩
手
県
遠

野
市
の
よ
う
な
地
方
都
市
に
も
、
大
都
市

か
ら
や
っ
て
き
た
そ
ん
な
若
く
て
優
秀
な

人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
て
、
と
り
わ
け
30

代
の
女
性
の
活
躍
が
目
立
ち
ま
す
。
な
か

に
は
国
立
大
学
の
大
学
院
を
卒
業
し
て
一

流
企
業
や
官
庁
、
海
外
協
力
隊
な
ど
で
働

い
た
経
験
を
も
つ
人
も
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
世
代
」
で
あ
る
彼
ら
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
、
自
分
が
や
り

た
い
こ
と
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
土
地
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
を
徹
底
的
に
調
べ
、
遠

野
の
よ
う
な
町
へ
や
っ
て
き
ま
す
。「
逃

げ
ら
れ
な
い
社
会
」
に
入
れ
て
も
ら
え
な

か
っ
た
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
意
識
で
は
な

く
、
み
ず
か
ら
積
極
的
に
、
覚
悟
を
決
め

て
地
方
を
選
ぶ
人
た
ち
が
現
れ
て
い
る
の

で
す
。

た
と
え
ば
２
０
０
９
年
度
に
総
務
省
に

よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
「
地
域
お
こ
し
協

力
隊
」
と
し
て
、
多
く
の
若
い
人
た
ち
が

全
国
の
自
治
体
に
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
地
域
外
の
「
よ
そ
者
」
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
、
地
域
協
力
活
動
を
行
っ
て

も
ら
い
、
そ
の
定
住
・
定
着
を
図
る
こ
と

が
目
的
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。

彼
ら
若
者
た
ち
を
眺
め
て
い
る
地
域
の

人
た
ち
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
の
が
、「
よ

そ
者
」
と
し
て
20
年
を
東
北
で
過
ご
し
た

私
に
は
、
痛
い
ほ
ど
わ
か
る
の
で
す
。
つ

ま
り
２
年
、
３
年
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間

の
な
か
で
あ
れ
ば
、「
や
ん
ち
ゃ
」
を
し

て
も
泳
が
せ
て
お
く
。
面
白
い
じ
ゃ
な
い

か
、
と
言
っ
て
も
も
ら
え
る
。
け
れ
ど
も

あ
る
一
線
を
越
え
、
地
域
社
会
の
「
利
権

構
造
」
に
ま
で
触
れ
て
し
ま
っ
た
瞬
間
、

手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
切
り
捨
て
ら

れ
て
し
ま
う
…
…
。

で
も
私
は
、
そ
う
い
う
若
者
た
ち
を
本

当
の
意
味
で
取
り
込
ん
で
、
生
か
し
て
い

け
る
村
や
町
し
か
、
も
は
や
生
き
残
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
す
。

民
俗
芸
能
が
好
例
で
す
。
村
が
衰
え
て

い
く
と
担
い
手
が
い
な
い
。「
よ
そ
者
」

に
も
そ
れ
を
解
放
し
、
か
つ
て
は
〝
穢け

が

れ
〟
と
さ
れ
た
女
性
に
も
入
っ
て
も
ら
わ

な
い
と
続
け
ら
れ
な
い
。
実
際
、
若
い
女

性
た
ち
が
仲
間
に
入
っ
た
と
こ
ろ
は
、
よ

み
が
え
っ
て
い
ま
す
。
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち

に
し
て
も
、
彼
女
た
ち
が
仲
間
に
な
っ
て

く
れ
れ
ば
嬉
し
い
し
、
そ
の
喜
び
が
き
っ

か
け
に
な
り
、
ど
ん
ど
ん
「
よ
そ
者
」
を

受
け
入
れ
て
元
気
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
、「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」

も
使
い
方
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
が

い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ

る
の
で
す
。
う
ま
く
い
か
な
い
と
嘆
く
よ
り

も
、
成
功
例
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
方
が
早
い
。

私
も
遠
野
市
で
「
つ
な
ぎ
役
」
を
し
な
が
ら
、

そ
う
い
う
若
者
た
ち
が
残
れ
る
た
め
の
場
所

を
つ
く
り
、
さ
さ
や
か
に
応
援
し
て
い
こ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

遠
野
に
も
む
か
し
映
画
館
が
あ
っ
た

の
で
す
が
、
私
は
そ
の
古
い
ビ
ル
の
こ

と
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

10
年
く
ら
い
前
ま
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
パ

ブ
な
ど
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
建
物
を

借
り
て
、
私
た
ち
は
「
遠
野
文
化
倶
楽

部
」
と
い
う
サ
ロ
ン
を
つ
く
る
こ
と
に

し
た
の
で
す
。
行
政
か
ら
離
れ
、
利
害

関
係
の
な
い
、
自
由
に
開
か
れ
た
形
で

運
営
し
、
そ
こ
で
映
画
を
見
た
り
、
コ

ン
サ
ー
ト
を
開
い
た
り
す
る
。
お
お
げ

さ
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
現
代
に
お
け
る

さ
さ
や
か
な
ア
ジ
ー
ル
と
い
え
ま
す
。

都
会
か
ら
あ
え
て
移
っ
て
き
た
若
い

人
た
ち
が
も
つ
、
新
し
い
感
性
や
ノ
ウ

ハ
ウ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
場

所
は
魅
力
的
に
な
る
だ
ろ
う
と
私
は
感

じ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ア
ジ
ー
ル
的

な
場
所
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
つ
く
ら

れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
日
本
も
変
わ
っ

て
い
く
で
し
ょ
う
。

私
が
「
東
北
学
」
を
通
し
て
や
ろ
う
と

し
て
い
た
の
は
、
閉
じ
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ

で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
東
北
を
、
開
か

れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
は
日
本
が
も
つ
複
数
性
、
多
様
性
を

柔
ら
か
く
受
け
入
れ
る
た
め
の
「
内
な
る

異
質
性
」
と
共
存
し
て
い
く
た
め
の
レ
ッ

ス
ン
で
も
あ
っ
た
と
今
で
は
思
っ
て
い
ま

す
。
個
人
も
地
域
も
、
そ
ん
な
レ
ッ
ス
ン

を
地
道
に
繰
り
返
す
こ
と
で
、
外
の
人
、

外
の
世
界
と
も
う
ま
く
つ
な
が
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

海
の
向
こ
う
の
台
湾
や
朝
鮮
半
島
、
中

国
や
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
づ
く
り
に
、

か
つ
て
の
日
本
は
失
敗
し
た
と
思
い
ま
す
。

も
し
か
し
た
ら
そ
の
原
型
が
、
こ
れ
ま
で

の
東
北
と
の
関
係
の
な
か
に
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
あ
る
い
は
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
、

沖
縄
の
歴
史
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
う
連
続
し
た
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の

な
か
で
現
実
を
見
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ

か
ら
さ
ら
に
多
様
な
「
逃
げ
ら
れ
る
社

会
」
を
生
き
る
う
え
で
の
大
切
な
学
び
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ウ
チ
に

し
ろ
ソ
ト
に
し
ろ
、
も
は
や
「
閉
じ
た
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
は
や
っ
て
い
け
な

い
。
で
は
「
開
か
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

赤
坂
憲
雄

あ
か
さ
か
・
の
り
お

学
習
院
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文

学
科
教
授
。
１
９
５
３
年
生
ま
れ
。

東
京
大
学
文
学
部
卒
業
。
東
北
芸
術

工
科
大
学
教
養
部
教
授
、
同
東
北
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
を
経
て
２
０
１
１
年
か
ら
現
職
。「
東

北
学
」
を
は
じ
め
と
す
る
独
自
の
視
点
か
ら
幅
広
い
執
筆
・

発
言
を
行
う
。
著
書
に
『
異
人
論
序
説
』『
排
除
の
現
象
学
』

（
と
も
に
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）、『
東
北
学
／
も
う
ひ
と
つ
の
東

北
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）、『
性
食
考
』（
岩
波
書
店
）、『
武

蔵
野
を
よ
む
』（
岩
波
新
書
）
な
ど
多
数
あ
る
。

多
様
性
を
柔
ら
か
く

受
け
入
れ
る
た
め
の
レ
ッ
ス
ン

テ
ィ
」
は
、
ど
う
や
っ
て
デ
ザ
イ
ン
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

そ
う
し
た
大
き
な
関
心
の
な
か
で
私
は

今
、
自
分
が
育
っ
た
こ
の
地
域
の
風
土
や

歴
史
を
し
っ
か
り
と
捉
え
直
し
て
み
た
い

と
考
え
、「
武
蔵
野
学
」
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。「
よ
そ
者
」
ば
か
り
が
暮
ら
す

こ
の
武
蔵
野
と
い
う
地
域
を
、
い
わ
ば
自

分
の
故
郷
と
し
て
し
っ
か
り
と
描
い
て
い

く
こ
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
は
い
ま

だ
に
『
異
人
論
序
説
』
の
な
か
で
発
し
た

若
き
日
の
問
い
か
け
の
影
響
下
に
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

遠野でも「地域おこし協力隊」の若者による活動が静かに、しかし確実に浸透しつつある。「to 
know（トゥーノウ＝遠野）」と題した一連のプロジェクトでは、東北の地域文化を現代に生きる人々
の糧とすべく企画やデザイン、ツーリズムを数多く実施。遠野中学校1年生130人に向けた講義
では「遠野の魅力」を共に考え（上）、遠野の民俗と伝説に触れるツアーには県外からも多くの参
加者が訪れた（下）。写真提供／富川岳

遠
野
市
で
現
代
の

ア
ジ
ー
ル
を
つ
く
る
試
み

注＊
1	

山
を
歩
き
回
っ
て
立
木
の
売
買
や
鉱
脈
探
し
を
行
う

職
業
の
こ
と
。

＊
2	

定
住
民
に
よ
り
耕
作
、
貢
納
が
行
わ
れ
る
荘
園
や
農

地
を
取
り
巻
く
山
や
原
野
、
川
や
海
。

＊
3	

農
耕
を
基
礎
と
し
て
一
カ
所
に
定
住
す
る
人
々
に
対
し
、

山
の
民
や
川
の
民
、
芸
能
者
、
行
商
人
、
遊
行
の
宗
教

者
な
ど
一
所
不
住
の
人
々
が
漂
泊
者
と
さ
れ
る
。

＊
4	

村
な
ど
の
共
同
体
全
体
で
所
有
し
た
土
地
で
、
薪
炭

や
肥
料
用
の
落
ち
葉
を
拾
う
入
会
の
山
な
ど
の
こ
と

を
指
す
。

＊
5	

頼
母
子
は
構
成
員
で
あ
る
個
人
や
法
人
が
定
め
ら
れ

た
金
品
を
払
い
込
み
、
融
通
し
合
う
金
融
の
形
態
で
、

主
体
と
な
る
相
互
扶
助
的
な
団
体
や
会
合
が
講
と
呼

ば
れ
た
。
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で
東
京
と
大
阪
を
行
き
来
し
て
い
た
が
、
大
正
区
を
訪
れ

た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
こ
か
懐
か
し

さ
を
感
じ
る
ま
ち
。
そ
し
て
「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
っ
た

家
を
ど
う
活
用
す
る
か
。物
語
は
そ
こ
か
ら
動
き
は
じ
め
た
。

小
川
氏
は
ま
ず
、
友
人
で
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
神か

ん

吉き

奈な

桜お

氏
に
、
現
在
も
わ
ず
か
な
が
ら
入
居
者
が
い
る
南
棟

の
空
き
室
に
住
ま
な
い
か
と
持
ち
か
け
た
。
兵
庫
県
た
つ

の
市
で
築
１
０
０
年
ほ
ど
の
、
戸
も
閉
ま
り
か
ね
る
よ
う

な
家
に
住
ん
で
い
た
神
吉
氏
は
、
小
川
氏
の
「
前
の
住
人

の
荷
物
が
残
っ
て
い
る
部
屋
だ
が
、
自
分
で
片
付
け
か
ら

す
る
な
ら
住
ん
で
い
い
よ
」
と
の
誘
い
に
乗
っ
た
も
の
の
、

想
像
以
上
の
荷
物
の
量
と
老
朽
化
の
進
み
具
合
で
、
と
て

も
住
め
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

快
適
と
は
言
い
か
ね
る
環
境
で
の
暮
ら
し
を
楽
し
ん
で

い
る
神
吉
氏
な
ら
ば
と
小
川
氏
が
見
込
ん
だ
か
ら
と
は
い

に
は
工
場
労
働
者
向
け
の
木
造
賃
貸
住
宅
（
長
屋
）
が
多
く

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
南
棟
と
北
棟
の
2
棟
の
長
屋
が
並
ぶ

『
小
川
文
化
』
も
そ
う
し
た
住
宅
の
ひ
と
つ
で
し
た
」
と
川

幡
氏
。
川
幡
氏
は
、「
ま
ち
の
住
宅
を
よ
く
し
た
い
」
と
い

う
思
い
の
も
と
、
住
ま
い
を
軸
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
仕

事
に
携
わ
り
、
現
在
は
大
正
区
や
港
区
に
あ
る
空
き
家
活

用
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
相
談
に
応
じ
る
専
門
家
集
団
で
あ

る
W
e
C
o
m
p
a
s
s
の
代
表
を
務
め
て
い
る
。

川
幡
氏
に
よ
れ
ば
、
大
正
区
全
体
で
工
場
の
縮
小
や
廃

止
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
賃
貸
住
宅
の
空
き
家
が
年
々
増
え

て
お
り
「
小
川
文
化
」
も
、
こ
と
に
北
棟
は
10
年
以
上
賃

借
人
が
い
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
と
い
う
。
い
ず
れ
壊

し
て
建
て
替
え
る
か
更
地
と
す
る
か
と
見
ら
れ
て
い
た
長

屋
で
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
オ
ー
ナ
ー
が
代
替
わ
り
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

「
古
い
け
ど
、
か
っ
こ
い
い
」
―
―
3
代
目
オ
ー
ナ
ー
と

な
っ
た
小
川
拓
史
氏
は
、
老
朽
化
が
進
ん
で
い
た
「
小
川

文
化
」
を
見
た
時
、
素
直
に
思
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
仕
事

「
ヨ
リ
ド
コ 

大
正
メ
イ
キ
ン
」
は
、
Ｊ
Ｒ
大
正
駅
か
ら

歩
い
て
約
15
分
、
商
店
街
に
ほ
ど
近
い
、
お
だ
や
か
な
暮

ら
し
の
息
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
に
あ
る
。

道
路
に
面
し
た
元
長
屋
の
側
壁
部
分
を
入
り
口
に
し
て

い
る
た
め
、
正
面
か
ら
見
る
と
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
印
象
の

建
物
だ
。
し
か
し
、
白
壁
に
窓
を
大
き
く
取
っ
た
１
階
部

分
と
、
古
い
ト
タ
ン
を
め
ぐ
ら
し
た
２
階
壁
面
と
の
意
匠

の
対
比
が
味
わ
い
を
醸
し
出
し
て
お
り
、
通
り
す
が
り
に

つ
い
足
が
止
ま
る
。
誘
わ
れ
る
よ
う
に
ガ
ラ
ス
越
し
に
中

を
覗
く
と
、
壁
を
取
り
払
っ
た
奥
行
き
の
深
い
空
間
が
目

に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
さ
ら
に
周
り
に
は
何
や
ら
つ
く
っ

て
い
る
人
の
姿
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
さ
れ

た
、
商
品
と
思
し
き
品
々
―
―
見
る
ほ
ど
に
「
気
に
な
る

建
物
」
な
の
だ
。

こ
の
建
物
の
再
生
に
携
わ
っ
た
主
要
人
物
は
、
す
べ
て

大
正
区
外
出
身
、
つ
ま
り
よ
そ
者
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
あ
た
っ
た
主
要
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
ア

ト
リ
エ
の
運
営
に
携
わ
る
オ
ル
ガ
ワ
ー
ク
ス
株
式
会
社
専

務
取
締
役
・
細
川
裕
之
氏
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
を
担
当
し
た
一
般
社
団
法
人
大
正
・
港
エ
リ
ア 

空
き
家
活
用
協
議
会
（
W
e
C
o
m
p
a
s
s
）
代
表
理
事
・

川
幡
祐
子
氏
に
、
改
修
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
や
実
作
業

に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
後
の
展
開
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
お
話

を
伺
っ
た
。

お
ふ
た
り
に
訊
く
「
小
川
文
化
再
生
物
語
」
か
ら
、

「
地
域
で
よ
そ
者
が
面
白
い
こ
と
を
始
め
た
」
と
い
う
表

層
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
の
歴
史
を
尊
重
し
、
長
期
的
な

目
線
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
場
づ
く
り
の
プ
ロ
セ
ス
を
ひ

も
解
い
て
い
き
た
い
。

物
語
の
舞
台
と
な
る
地
域
の
話
か
ら
始
め
よ
う
。
大
阪

市
西
部
に
位
置
す
る
大
正
区
は
、
江
戸
期
の
新
田
開
発
な

ど
で
造
成
さ
れ
た
海
と
川
に
囲
ま
れ
た
区
域
で
あ
る
。
明

治
期
に
は
区
内
に
大
阪
紡
績
会
社
（
現
・
東
洋
紡
）
が
創
業
、

大
阪
の
紡
績
産
業
の
発
達
を
牽
引
し
「
東
洋
の
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
」
と
呼
ば
し
め
る
原
点
と
も
な
っ
た
。
戦
後
、
紡

績
産
業
衰
退
後
も
中
小
工
場
が
立
ち
並
ぶ
「
も
の
づ
く
り

の
町
」
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
ま
た
、
大
正
期
よ
り
そ

の
働
き
手
と
し
て
沖
縄
か
ら
の
出
稼
ぎ
者
を
雇
い
入
れ
た

こ
と
か
ら
、
現
在
も
沖
縄
出
身
者
が
多
く
、
沖
縄
物
産
店

や
料
理
店
が
軒
を
連
ね
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
大
正
区
内
に
昭
和
30
年
代
前
半
に
建
て
ら
れ
た
の

が
、
物
語
の
中
心
と
な
る
2
階
建
重
層
長
屋
「
小
川
文

化
」
だ
。

「
昭
和
30
年
代
か
ら
高
度
成
長
期
に
か
け
て
、
大
正
区
内

小
川
文
化
再
生
物
語
―
―
プ
ロ
ロ
ー
グ

地
域
に
新
た
な
光
を
見
い
だ
す
、

よ
そ
者
の
視
点

2棟ある長屋のうち右側（北棟）をリノベーションし誕生したシェ
アアトリエ「ヨリドコ 大正メイキン」。2階が住居、1階が店舗付き
シェアアトリエになっている。「古い建物はかっこいいものだ」と
知らせたい思いから、屋根に使われていたトタンを2階の壁に使っ
たり、古材をはりめぐらせたりしている。

1階入り口のショップから奥を覗くとアトリエ部分が広がる。仕切
られていた壁面を取り払うことで長屋の特長を生かした奥行きの
あるつくりに。

ショップには、オリジナリティあふれるカラフルな革小物、刺繍が
アクセントのユニークなTシャツや可愛いイラストの手描きスリッ
ポンなどデザイン性の高い作品が並ぶ。

「地域におけるよそ者の役割」を考えるにあたって、
ひとつの事例を紹介する。
舞台は 2017年にオープンしたシェアアトリエ

「ヨリドコ 大正メイキン」。
大阪市大正区泉尾にある築約 65 年の長屋

「小川文化」を改修し、クリエイターのための
住居・店舗付きシェアアトリエに再生したそのプロセスは、
よそ者が、地域で紡がれてきた物語や知恵を尊重し、
長期的な目線で、丁寧に地域と関わろうとする
姿勢がうかがえるものであった。

地域と「よそ者」が
混じり合う場づくり
――息づくまちは
いかにつながり続けるか

加藤しのぶ＝取材・執筆　宮村政徳＝撮影
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え
「
今
考
え
る
と
、
ひ
ど
い
話
で
す
よ
ね
」
と
笑
う
細
川

氏
。
小
川
氏
と
は
20
代
の
頃
か
ら
付
き
合
い
が
あ
り
、
デ

ザ
イ
ナ
ー
業
の
か
た
わ
ら
「
単
に
モ
ノ
で
は
な
く
、
人
を

育
て
た
り
、
能
力
を
引
き
出
す
よ
う
な
人
自
身
を
デ
ザ
イ

ン
す
る
仕
事
」
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
小
川
氏
の

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
ビ
ジ
ネ
ス
の
仕
事
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ

た
そ
う
だ
。
現
在
は
仕
事
で
も
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
関
係

だ
。

「
女
手
ひ
と
つ
で
は
無
理
だ
と
思
っ
た
神
吉
さ
ん
は
、
自

身
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
片
付
け
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人

を
募
っ
た
ん
で
す
」（
細
川
氏
）

ネ
ズ
ミ
の
糞
が
転
が
っ
て
い
る
よ
う
な
南
棟
を
人
魚
棟

と
命
名
し
、
前
向
き
に
奮
闘
す
る
神
吉
氏
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信

に
は
多
く
の
人
が
反
応
し
、
意
外
な
人
も
声
を
あ
げ
た
。

当
時
の
大
阪
市
大
正
区
長
で
あ
っ
た
筋
原
章
博
氏
で
あ
る
。

現
在
港
区
長
を
務
め
る
筋
原
氏
は
大
阪
市
職
員
か
ら
区

長
と
な
り
、
人
口
減
少
が
進
む
大
正
区
を
何
と
か
し
た
い

と
自
ら
精
力
的
に
働
き
か
け
る
名
物
区
長
だ
。
空
き
家
活

用
問
題
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、「『
彼
女
を
助

け
ら
れ
る
の
は
僕
だ
ろ
う
』
と
、
本
当
に
現
場
に
駆
け
つ

け
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
地
域
課
の
方
や
区
の

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
担
当
者
な
ど
を
連
れ
て
来
ら
れ
て
、
区

全
体
で
、
ひ
と
つ
の
長
屋
を
住
め
る
よ
う
に
手
伝
っ
て
く

だ
さ
っ
た
ん
で
す
」（
細
川
氏
）。

つ
な
が
り
は
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
く
。
大
半
が
高
齢
者

で
あ
っ
た
南
棟
の
ほ
か
の
住
人
と
神
吉
氏
と
の
交
流
が
始

ま
り
、
神
吉
氏
が
主
宰
す
る
絵
画
教
室
な
ど
を
通
し
て
地

域
と
も
付
き
合
う
よ
う
に
も
な
っ
た
。
徐
々
に
人
魚
棟
が

ま
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
様
子
を
見
て
、
小
川
氏
は

「
こ
の
2
棟
長
屋
が
若
い
人
と
高
齢
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
所
に
な
ら
な
い
か
」「
そ
こ
で
高
齢
者

か
ら
若
い
人
に
引
き
継
げ
る
も
の
は
な
い
か
」
と
考
え
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
、
空
き
家
の
ま

ま
朽
ち
る
の
を
待
つ
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
北
棟
の
再
生
だ
。

し
か
し
、
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
や
リ
フ
ォ
ー
ム
会
社
な
ど

関
連
業
者
に
相
談
す
る
も
、
口
を
揃
え
て
建
て
替
え
を
勧

め
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
諦
め
き
れ
な
い
小
川
氏
は
、
大
正

区
に
相
談
、
そ
こ
で
W
e
C
o
m
p
a
s
s
の
川
幡
氏
を

紹
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

空
き
家
の
活
用
に
は
ク
リ
ア
す
べ
き
ハ
ー
ド
ル
が
た
く

さ
ん
あ
る
。
こ
と
に
耐
震
性
を
有
し
な
い
建
物
の
場
合
、

事
前
に
耐
震
安
全
性
や
劣
化
度
の
チ
ェ
ッ
ク
は
は
ず
せ
な

い
。「
小
川
文
化
」
北
棟
は
、
耐
震
診
断
、
劣
化
診
断
を

受
け
た
う
え
で
耐
震
改
修
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

後
に
小
川
氏
は
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
当
時
の
思
い

を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
物
件
に
は
未
来
が
あ
る
っ
て
、
な
ぜ
か
勝
手
に
思

い
込
ん
で
い
た
ん
で
す
」

未
来
が
あ
る
―
―
地
域
に
お
け
る
新
た
な
光
を
よ
そ
者

で
あ
る
小
川
氏
が
見
い
だ
し
、
そ
れ
に
賛
同
す
る
よ
そ
者

た
ち
も
関
わ
り
、
地
域
と
つ
な
が
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

耐
震
改
修
後
の
北
棟
を
ど
う
活
用
し
て
い
く
か
。
当
初
、

小
川
氏
は
縫
製
工
場
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
そ
う
で
あ
る
。

大
阪
が
紡
績
産
業
で
発
展
し
、
こ
の
ま
ち
に
工
場
が
あ
っ

た
歴
史
を
踏
ま
え
「
ま
だ
今
な
ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
技
術
を
継
承
で
き
る
と
考

え
ら
れ
た
よ
う
で
す
」（
川
幡
氏
）。
同
時
に
そ
の
構
想
が

現
実
的
な
も
の
か
ど
う
か
、
小
川
氏
自
身
が
悩
ん
で
も
い

た
と
い
う
。
そ
こ
に
打
開
策
を
提
案
し
た
の
が
細
川
氏
だ
。

「
小
川
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
い
う
よ
り
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
な

観
点
で
、
縫
製
の
現
場
の
人
た
ち
を
ど
う
に
か
し
た
い
、

と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
後
に

会
社
（
オ
ル
ガ
ワ
ー
ク
ス
）
を
立
ち
上
げ
て
仕
事
を
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
打
ち
合
わ
せ
で
も
、
儲
か
る
か
ど

う
か
と
い
う
話
は
ま
ず
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
新
規
に
何

か
を
始
め
る
時
の
判
断
基
準
は
〝
関
わ
る
人
全
員
が
幸
せ

に
な
れ
る
か
ど
う
か
〟。
そ
う
い
う
価
値
観
な
ら
ば
、『
縫

製
』
を
も
う
少
し
噛
み
砕
い
て
、
制
作
の
場
を
探
す
ク
リ

エ
イ
タ
ー
た
ち
の
拠
り
所
に
な
る
場
を
つ
く
っ
て
は
ど
う

か
と
言
い
ま
し
た
」

細
川
氏
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
き
っ
か
け
に
、
ク
リ
エ
イ

タ
ー
が
集
う
住
居
・
店
舗
一
体
型
の
シ
ェ
ア
ア
ト
リ
エ
に

し
よ
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
も
決
ま
っ
た
。
資
金
的
に
は

回
収
に
10
年
か
か
る
よ
う
な
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し
て

型
破
り
な
提
案
だ
が
、「
以
前
、
小
川
と
一
緒
に
北
区
に

シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
数

年
か
け
て
じ
わ
っ
と
成
長
し
て
き
た
。
そ
う
い
う
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
が
す
で
に
で
き
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
も
ち
こ

ん
だ
」
そ
う
で
、
大
き
な
不
安
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

先
の
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
を
「
ワ
ー
キ
ン
グ
す
る
拠
り
所

＝
ヨ
リ
ド
コ 

ワ
ー
キ
ン
」
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ

は
「
大
正
区
で
メ
イ
キ
ン
グ
す
る
拠
り
所
＝
ヨ
リ
ド
コ 

大
正
メ
イ
キ
ン
」
と
命
名
さ
れ
た
。

実
際
の
工
事
は
、
暑
い
盛
り
の
7
月
か
ら
始
ま
っ
た
。

そ
こ
で
川
幡
氏
に
作
業
に
あ
た
っ
て
大
切
に
し
た
こ
と
を
、

地
域
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
訊
い
て
み
た
。

川
幡
氏
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
あ
た
り
、

細
川
氏
か
ら
の
意
見
が
「
工
程
は
す
べ
て
オ
ー
プ
ン
に
見

せ
よ
う
」
だ
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
た
め
の
取
り
組
み
を
考

え
た
と
い
う
。

「
ハ
ー
ド
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
建
物
が
耐
震
診
断
と
劣

化
診
断
を
経
て
改
修
を
し
て
い
る
こ
と
は
大
き
い
で
す
。

費
用
は
か
か
っ
て
も
、
安
全
で
あ
る
こ
と
は
大
切
で
す
か

ら
。
行
政
が
支
援
す
べ
き
だ
と
判
断
す
る
の
も
そ
の
部
分

な
ん
で
す
。
そ
れ
を
一
般
の
方
に
も
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
耐
震
改
修
現
場
の
見
学
会
を
開
催
し
ま
し
た
」

マ
ニ
ア
ッ
ク
な
見
学
会
、
せ
い
ぜ
い
10
人
程
度
の
参
加

だ
ろ
う
と
い
う
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
60
人
近
い
参
加

者
が
集
ま
っ
た
。
若
い
参
加
者
が
多
く
、
耐
震
や
安
全
性

へ
の
興
味
の
高
さ
が
う
か
が
え
た
そ
う
だ
。

さ
ら
に
内
装
を
業
者
に
一
任
す
る
の
で
は
な
く
、「
Ｄ

Ｉ
Ｙ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
形
で
一
般
か
ら
の
参
加

を
募
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
ふ
た
通
り
。

ひ
と
つ
は
一
般
参
加
者
向
け
と
し
て
、
古
い
建
物
の
良
さ

を
生
か
す
た
め
に
、
撤
去
し
た
古
材
の
再
利
用
や
壁
の
エ

イ
ジ
ン
グ
加
工
な
ど
を
工
務
店
店
主
に
教
わ
っ
た
（
計
４

回
、
約
30
人
参
加
）。
も
う
ひ
と
つ
は
、
サ
ポ
ー
タ
ー
向
け

に
5
戸
あ
る
2
階
住
戸
の
内
装
の
企
画
と
Ｄ
Ｉ
Ｙ
を
公
募

し
て
行
わ
れ
た
（
計
約
50
人
参
加
）。
一
般
参
加
者
向
け
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
川
幡
氏
か
ら
の
発
案
を
小
川
氏
が

快
諾
し
実
施
に
至
っ
た
と
い
う
。

「
本
当
は
内
装
も
工
務
店
に
お
願
い
し
た
方
が
早
い
し
、

精
度
も
高
い
。
け
れ
ど
も
、
一
般
参
加
者
向
け
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
す
る
こ
と
で
、
地
域
で
空
き
家
を
所
有
す
る

オ
ー
ナ
ー
さ
ん
が
実
際
に
つ
く
っ
て
み
る
場
を
設
け
た

か
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
区
内
で
同
じ
よ
う
な
木
造
住
宅

を
も
つ
家
主
さ
ん
が
自
分
で
や
り
た
い
と
思
え
ば
や
れ
ま

す
か
ら
。
ま
た
、
サ
ポ
ー
タ
ー
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

は
、
今
後
の
空
き
家
再
生
に
お
け
る
サ
ポ
ー
タ
ー
の
育
成

を
行
い
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
り
ま
し
た
。
実
際
に
は
イ

ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
仲
間
、
建
築
系
専
攻
の
大

学
生
、
Ｄ
Ｉ
Ｙ
好
き
社
会
人
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
が
参
加
し
、

１
室
ず
つ
担
当
し
ま
し
た
。
お
か
げ
で
２
階
住
戸
は
、
５

戸
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
表
情
を
持
つ
部
屋
に
生
ま
れ
変
わ
り

ま
し
た
」

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
だ
け
で
も
画
期
的
な
試
み
だ
が
、
ユ

ニ
ー
ク
な
の
は
そ
の
際
に
ま
か
な
い
料
理
が
出
さ
れ
た
こ

と
だ
。

「
暑
い
盛
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
し
た
か
ら
、
せ
め
て

食
事
の
時
は
皆
で
ワ
イ
ワ
イ
話
し
な
が
ら
、『
こ
こ
は
ど

う
し
た
ら
い
い
で
す
か
』
と
相
談
し
た
り
、『
今
度
手
伝

い
に
来
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
』
な
ど
と
頼
め
る
よ
う
な
交

よ
そ
者
か
ら
地
域
に
関
わ
っ
て
い
く
た
め
に

改修工事前の「小川文化」、特に北棟は誰も住んでいない廃墟と
なっていたため外も中も荒れ放題だった。

「耐震改修見学会」では、施工担当が耐震改修方法を説明。また
「耐震補強計画の説明会」では、耐震設計者と工務店の話のほか、
隣棟住人による大正地区と長屋暮らしの良さについても聞くこと
ができた。

「2階住戸」は、内装の企画とDIY
を実施するグループを公募し進め
られた。デニム柄の塗装や撤去し
た土壁を活用した部屋など5戸そ
れぞれが異なったイメージに仕上
がった。

ワークショップの参加
者には「まかない料
理」がふるまわれた。
料理づくりは神吉氏
のご家族や地域の人
びとも手伝うなど、お
互いの理解を深める
うえで良い交流の場
にもなった。

クラウドファンディン
グで一部資金を募っ
た が、 目 標 以 上 の
120万円が集まった。
その成 功 報 告 会 や
トークショーなど直
接情報を開示する場
が多数設けられたこ
とも特徴的だ。

ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
が「
住
み
」

「
働
く
」こ
と
が
で
き
る
拠
り
所
と
し
て
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流
の
場
に
し
た
か
っ
た
ん
で
す
」

同
時
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
の
工
事
過
程
の
発
信
も
行
っ

た
。
担
当
は
神
吉
氏
で
あ
る
。

「
ど
う
い
う
形
で
工
事
を
見
せ
て
い
く
か
と
い
う
話
に

な
っ
て
、
神
吉
さ
ん
が
『
工
事
の
過
程
を
漫
画
に
描
き
ま

す
』
と
。
そ
れ
も
人
間
の
裏
側
を
。
神
吉
さ
ん
は
、『
建

築
家
が
立
派
な
も
の
を
つ
く
り
ま
し
た
と
い
う
だ
け
だ
と
、

応
援
す
る
人
が
増
え
な
い
。
建
築
家
と
い
え
ど
も
も
が
い

て
い
て
失
敗
も
す
る
。
で
き
あ
が
る
ま
で
に
苦
労
し
て
い

る
様
子
を
見
せ
た
方
が
皆
が
応
援
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
』

と
、
私
た
ち
が
悪
戦
苦
闘
す
る
様
子
を
描
い
て
く
れ
ま
し

た
（
笑
）」

神
吉
氏
の
目
論
見
通
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
し
て
数
百
人
の

人
が
工
程
を
見
守
っ
て
く
れ
た
。
ま
た
、
大
正
区
も
折
々

広
報
で
紹
介
し
て
く
れ
た
そ
う
で
、「
公
民
連
携
と
い
い

ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
し
っ
か
り
関
わ
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
こ
と
で
、
有
り
難
か
っ
た
」
と
い
う
。

ほ
か
に
も
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
周
知
を
は
か
っ
て
い
る
。
話
を
訊
い
て
い
る
と
、

こ
の
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
行
政
を
は
じ
め
、
地
域
さ

ら
に
は
一
般
の
人
々
を
実
に
巧
み
に
巻
き
込
ん
で
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
沖
縄
県
か
ら
の

移
住
者
を
早
く
か
ら
受
け
入
れ
て
き
た
歴
史
を
も
つ
こ
の

ま
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
う
ま
く
か
み
合
っ
た
面
も
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

多
く
の
人
が
関
わ
っ
た
改
修
工
事
は
11
月
に
無
事
完
丁

し
、
2
日
間
の
内
覧
会
が
開
か
れ
た
。
当
日
の
印
象
を
細

川
氏
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
実
は
内
覧
会
の
時
は
す
ご
く
不
安
だ
っ
た
ん
で
す
。
地

域
の
方
に
、『
ヨ
ソ
モ
ン
が
き
て
オ
シ
ャ
レ
な
も
ん
つ

く
っ
て
も
俺
に
は
関
係
な
い
』
と
か
、『
昔
の
方
が
良

か
っ
た
』
と
か
言
わ
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
。
け
れ
ど
、

実
際
は
自
分
た
ち
に
と
っ
て
何
十
年
も
思
い
出
に
あ
る
も

の
を
残
そ
う
と
し
て
く
れ
た
と
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。

『
昔
、
こ
の
2
階
に
友
達
の
家
が
あ
っ
て
、
遊
び
に
来
た

こ
と
が
あ
る
』
と
思
い
出
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
。
2

日
間
で
５
、６
０
０
人
の
方
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

地
域
の
方
が
多
か
っ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
こ
こ
が

残
っ
て
い
く
こ
と
で
地
域
を
元
気
づ
け
る
こ
と
に
な
る
な

ら
、
そ
れ
は
よ
そ
者
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
よ
そ
か
ら
来
た
人
が
客
観
的
に
こ
の
地
域
を

見
て
、
未
来
を
感
じ
る
面
白
い
場
だ
と
思
う
か
ら
、
お
金

を
か
け
て
で
も
つ
く
り
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
」

完
成
し
た
シ
ェ
ア
ア
ト
リ
エ
「
ヨ
リ
ド
コ 

大
正
メ
イ

キ
ン
」
1
階
ア
ト
リ
エ
の
特
徴
は
、
壁
を
取
り
払
っ
た
開

放
感
に
あ
ろ
う
。
入
り
口
を
入
る
と
土
間
が
あ
り
、
段
差

を
つ
く
っ
た
ア
ト
リ
エ
部
分
が
続
く
。
細
川
氏
に
よ
れ
ば
、

極
力
境
を
つ
く
ら
な
い
設
計
を
依
頼
し
た
そ
う
で
あ
る
。

「
ど
う
し
て
も
建
物
の
中
と
外
と
い
う
だ
け
で
、
外
に
対

す
る
排
除
感
と
い
う
の
が
強
く
出
て
し
ま
う
の
で
、
お
客

さ
ん
が
入
り
口
を
越
え
た
ら
、
自
分
が
感
じ
る
〝
自
分
が

入
っ
て
い
い
と
こ
ろ
〟
ま
で
入
っ
て
い
け
る
、
フ
リ
ー
な

感
じ
を
つ
く
り
た
か
っ
た
ん
で
す
。
た
と
え
ば
土
間
と
い

う
の
は
こ
こ
ま
で
入
っ
て
い
い
よ
ね
と
い
う
目
印
に
な
り

ま
す
。
で
は
、
そ
こ
か
ら
ア
ト
リ
エ
内
に
1
歩
上
が
る
の

は
ど
う
か
。
そ
こ
を
上
が
っ
た
ら
、
奥
ま
で
行
っ
て
い
い

の
か
ど
う
か
。
確
か
め
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
声
を
か

け
る
必
要
が
あ
る
。
中
に
入
っ
た
人
と
迎
え
入
れ
る
人
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
う
ま
く
と
ら
な
い
こ
と
に
は
、

こ
の
空
間
の
中
で
心
地
良
く
過
ご
せ
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
と
て
も
面
倒
な
こ
と
な
の
で
、

そ
ん
な
こ
と
が
必
然
的
に
起
こ
る
こ
と
で
、
中
の
人
と
外

の
人
が
混
じ
り
合
う
ん
で
す
。
1
時
間
前
ま
で
は
外
の
人

間
だ
と
思
っ
て
い
た
方
が
、
思
い
き
っ
て
中
に
入
り
1
時

間
過
ご
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
ひ
と
り
と
し
て
感

じ
ら
れ
る
。
次
に
来
る
時
は
ま
る
で
当
事
者
の
よ
う
に
友

達
を
連
れ
て
、『
こ
こ
で
ひ
と
声
か
け
た
ら
奥
ま
で
行
っ

て
え
え
ね
ん
で
』
と
言
っ
た
り
（
笑
）」

入
り
口
に
大
き
な
窓
ガ
ラ
ス
を
入
れ
、
外
か
ら
中
が
覗

け
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
こ
こ
が
小
学
校
の
ス
ク
ー
ル

ゾ
ー
ン
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
そ
う
だ
。

「
子
ど
も
た
ち
が
、
中
で
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
様
子
を

見
て
、
将
来
も
の
を
つ
く
る
人
に
な
り
た
い
と
考
え
る
人

も
出
て
く
る
か
も
、
と
い
う
願
い
も
込
め
て
い
ま
す
。
実

際
、
覗
い
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ボ
ー
ル
を
お
い
か
け

て
ヒ
ュ
ー
ッ
と
敷
地
内
を
自
由
に
走
り
抜
け
て
い
き
ま
す
。

今
後
は
、
小
学
生
を
迎
え
る
イ
ベ
ン
ト
も
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
」

で
は
入
居
者
、
つ
ま
り
こ
こ
を
も
の
づ
く
り
の
場
と
し

て
活
用
す
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
か
ら
見
た
、「
ヨ
リ
ド
コ 

大

正
メ
イ
キ
ン
」
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。

「
こ
こ
は
基
本
的
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
ス
ペ
ー
ス
同
士
が
重

な
っ
て
い
る
の
で
、
お
互
い
に
干
渉
し
合
う
し
、
迷
惑
を

き
ち
ん
と
か
け
合
え
る
距
離
感
が
あ
る
の
で
す
。
細
長
い

の
で
、
そ
れ
を
き
っ
ち
り
分
け
た
り
壁
を
た
て
る
よ
り
も
、

通
る
だ
け
で
も
『
ご
め
ん
ね
』
と
声
を
か
け
た
り
す
る
よ

う
な
、
外
の
人
が
中
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

ら
な
い
と
楽
し
め
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
お
互
い
に
迷

惑
を
か
け
合
い
な
が
ら
、
見
え
な
い
ル
ー
ル
を
お
互
い
に

築
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
こ
の

場
が
自
分
に
合
う
と
感
じ
る
人
が
自
然
に
入
居
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
」

現
在
、
１
階
シ
ェ
ア
ア
ト
リ
エ
の
契
約
ク
リ
エ
イ
タ
ー

は
６
人
、
ほ
か
に
２
階
の
ア
ト
リ
エ
兼
住
居
に
３
組
。
地

元
大
正
区
内
か
ら
通
う
人
と
、
１
時
間
以
上
か
け
て
通
勤

す
る
人
が
半
々
と
い
う
割
合
で
あ
る
。
全
員
が
こ
こ
に
入

居
し
て
良
か
っ
た
、
と
言
う
。「
も
の
づ
く
り
に
専
念
す

る
場
が
で
き
た
こ
と
で
、
自
宅
で
つ
く
っ
て
い
た
頃
よ
り

集
中
で
き
る
」「
他
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
か
ら
刺
激
を
受
け

た
り
、
コ
ラ
ボ
な
ど
新
し
い
取
り
組
み
が
で
き
る
」
な
ど
、

大
切
な
「
ヨ
リ
ド
コ
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

お
ふ
た
り
に
今
後
取
り
組
み
た
い
こ
と
を
伺
っ
た
。

川
幡
氏
は
、
ひ
と
口
に
空
き
家
の
再
生
利
用
と
言
っ
て

も
先
述
の
通
り
ク
リ
ア
す
べ
き
こ
と
も
多
い
こ
と
を
踏
ま

え
、
実
現
可
能
な
方
法
を
提
案
し
て
い
き
た
い
と
言
う
。

「
こ
の
ま
ち
は
、
小
さ
な
工
場
と
、
そ
の
工
場
の
隣
で
定

食
屋
を
営
む
と
い
っ
た
、
仕
事
と
住
居
が
一
体
化
し
た
小

商
い
を
し
て
い
る
人
が
多
い
地
域
で
す
。
こ
れ
か
ら
や
り

た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
住
宅
の
一
部
分
で
い
い
の
で
、

空
き
ス
ペ
ー
ス
を
貸
し
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ

ば
片
付
け
や
改
修
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
り
ま
す
し
、

そ
れ
を
家
賃
や
、
ち
ょ
っ
と
し
た
小
遣
い
稼
ぎ
に
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
お
金
儲
け
よ
り
地
域
に
役
立
て

た
い
と
い
う
家
主
さ
ん
も
、
少
し
ず
つ
で
す
が
相
談
に
き

て
く
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
も
っ
と
行
政
な
ど
に
つ

な
い
で
い
き
た
い
。
そ
う
い
う
選
択
を
す
る
人
が
今
後
増

え
れ
ば
ま
ち
も
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
よ
り
面
白
く
な
っ
て

い
く
と
思
い
ま
す
」

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
再
生
し
て
き
た
建
物
を
ど
う
す
る

か
な
ど
、
あ
ま
り
他
例
を
見
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
い

う
細
川
氏
は
、
場
づ
く
り
や
、「
ヨ
リ
ド
コ 

大
正
メ
イ
キ

ン
」
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
「
意
図
的
に
海
に
沈
め
た
難

破
船
」
に
た
と
え
る
。

「
難
破
船
が
沈
ん
で
い
た
と
し
て
、
そ
こ
に
い
き
な
り
魚

が
わ
ー
っ
と
集
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
必
然
的

な
循
環
が
生
ま
れ
て
、
生
態
系
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に

は
当
然
時
間
が
か
か
る
。
ヨ
リ
ド
コ
も
同
じ
で
す
。
こ
こ

に
こ
う
い
う
場
が
で
き
て
、
周
り
が
ど
う
い
う
反
応
を
し

て
活
用
し
て
い
く
の
か
と
い
う
、
自
然
の
反
応
の
方
に
興

味
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
こ
が
形
に
な
る
た
め
の
自
然
な
成

長
の
し
か
た
と
い
う
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
そ
こ
を
大

事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

『
実
験
』
と
い
う
感
覚
の
方
が
強
い
で
す
ね
（
笑
）。
実
際

に
は
、
こ
こ
を
ひ
と
つ
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
空
き
家
活

用
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
と
し
て
開
放
し
な
が
ら
何
も
閉
ざ
さ

ず
に
す
べ
て
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
く
こ
と
を
大
事
に
し
て

い
ま
す
。
こ
の
場
の
専
門
的
な
評
価
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
の
は
自
分
た
ち
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

価
値
を
保
ち
続
け
、
さ
ら
に
高
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
」

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て

〝
混
じ
り
合
う
〟場
に

エ
ピ
ロ
ー
グ

オーナーの小川氏の想いを受けとめたプロジェクト開始時の参加
メンバーたち。イラストレーターの神吉氏や今回お話しいただいた
細川、川幡両氏などよそ者たちが中心となりコトが動いていった。

アトリエは中央部分の共有スペースがあることでクリエイターたち
によるコラボ作品も生まれやすくなっている。また入居者全員でア
トリエのプロモーションリーフレットなども作成。「ここを自分たち
の暮らしの一部として捉え、ここを愛し、愛されるにはどうすべき
かをすごく真剣に考えられていることに、僕ら運営側も励まされま
す」と細川氏。

細川裕之
ほそかわ・ひろゆき

オルガワークス株式会社専務取締役。2013
年、個人デザイン事務所「TENG Meister」
を立ち上げて独立。その後同社役員を兼任。

「コト・場・ヒト」に関心をもち、シェアオ
フィス「ヨリドコ ワーキン」や、シェアア
トリエ「ヨリドコ 大正メイキン」の企画運
営を手掛けるようになる。クリエイターを
サポートする、ビジネスカウンセリングや
イベントプロデュースのほか、地域再生に
つながる教育やまちづくりへの関わりも広
がっている。

川幡祐子
かわばた・ゆうこ

一般社団法人大正・港エリア空き家活用協
議会（WeCompass）代表理事。民間の都市
計画系コンサルタントで、住宅政策分野の
調査や計画策定に従事。2006年から大阪市
立住まい情報センターで、専門家団体、Ｎ
ＰＯなどとの協働によって住まいまちづく
りに関する普及啓発活動を実践。大阪市住
宅供給公社企画事業課にて公的賃貸住宅で
のリノベーション、団地再生事業に従事し
た後、現職。
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の
流
れ
を
く
む
ド
イ
ツ
の
ウ
ル
ム
造
形
大
学
で
教
鞭
を

執
っ
た
経
験
が
、直
接
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
戦
間
期
の
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
、
現
代
デ

ザ
イ
ン
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
教
育
機
関
で
あ
り
、
当
時
の

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
そ
の
最
も
先
端
的
な
継
承
の
場
。
若

き
杉
浦
さ
ん
に
と
っ
て
、
何
よ
り
の
憧
れ
の
場
所
で
も

あ
っ
た
。

が
、
そ
の
憧
れ
の
場
所
で
、
杉
浦
さ
ん
は
大
き
な
違
和

感
に
遭
遇
す
る
。
赤
崎
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
杉
浦
さ

ん
が
自
ら
の
な
か
に
、
近
代
欧
米
の
デ
ザ
イ
ン
や
思
想
と

相
容
れ
な
い
も
の
を
発
見
し
た
瞬
間
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
で
何
度
か
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
だ
が
、
当
時
、
杉
浦
さ
ん
は
ウ
ル
ム
の
学
生
に
し
ば

し
ば
自
分
の
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
「
ヤ
ー
・
オ
ー
ダ
ー
・

ナ
イ
ン
」（
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
）、
つ
ま
り
い
い
か
悪
い
か
、

日
本
と
ア
ジ
ア
各
国
は
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
た
が
い

に
刺
激
を
与
え
合
っ
て
き
た
。
日
本
の
高
等
教
育
機
関
に

在
籍
す
る
留
学
生
の
９
割
を
ア
ジ
ア
圏
出
身
者
が
占
め
る

［
＊
１
］
昨
今
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
も
ま
た
、
よ
そ
者
同

士
の
交
流
の
場
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
な

か
、
デ
ザ
イ
ン
を
軸
に
、
ア
ジ
ア
の
若
者
た
ち
が
各
国
の

伝
統
や
文
化
を
学
び
、
知
恵
や
情
報
を
交
換
す
る
場
を
目

指
し
て
つ
く
ら
れ
た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
所
が
神
戸
芸
術

工
科
大
学
に
は
あ
る
。

そ
の
名
も
「
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
」。
今
も
現

役
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
界
の
重
鎮
で
、
ア
ジ
ア
図

像
学
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
杉
浦
康
平
さ

ん
が
中
心
に
な
っ
て
約
10
年
前
に
設
立
さ
れ
た
。
現
在
、

杉
浦
さ
ん
の
後
を
受
け
継
い
で
同
研
究
所
長
を
務
め
る
黄

國
賓
さ
ん
と
、
杉
浦
康
平
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
出
身

で
同
大
学
教
授
で
も
あ
る
赤
崎
正
一
さ
ん
に
、
ア
ジ
ア
ン

デ
ザ
イ
ン
研
究
所
が
育
て
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
、

果
た
し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
話
を
伺
っ
た
。

「
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
は
大
学
や
大
学
院
と
は
切

り
離
さ
れ
た
独
立
し
た
研
究
組
織
で
、
杉
浦
康
平
さ
ん
が

一
貫
し
て
展
開
し
て
き
た
デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
ク
か
ら
図
像
学

に
至
る
、
ア
ジ
ア
的
な
も
の
へ
の
関
心
と
、
そ
れ
に
対
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
生
ま
れ
た
独
特
の
研
究
の
場
と
言
っ

て
い
い
で
し
ょ
う
」

そ
う
語
る
の
は
、
ご
自
身
も
同
大
学
の
３
期
生
で
、
大

学
院
で
博
士
号
を
取
得
し
た
杉
浦
さ
ん
の
研
究
室
出
身
の

黄
さ
ん
。
一
方
、
長
年
に
わ
た
り
杉
浦
さ
ん
と
行
動
を
共

に
し
て
き
た
赤
崎
さ
ん
は
、
そ
う
し
た
ア
ジ
ア
に
対
す
る

関
心
の
出
発
点
を
次
の
よ
う
に
み
る
。

ど
ち
ら
か
言
っ
て
く
れ
と
求
め
ら
れ
、
お
お
い
に
迷
っ
た

そ
う
だ
。
そ
こ
で
、
そ
の
た
び
「
フ
ェ
ラ
イ
ヒ
ト
」（
英

語
のperhaps

＝
た
ぶ
ん
、
こ
う
だ
ろ
う
）
と
、
東
洋
的
な
曖

昧
さ
を
の
ぞ
か
せ
つ
つ
答
え
て
い
た
と
こ
ろ
、「
パ
ー
ハ

プ
ス
先
生
」
と
い
う
い
さ
さ
か
揶や

揄ゆ

的
な
異
名
を
贈
ら
れ

た
と
い
う
。

「
そ
う
し
た
な
か
で
杉
浦
さ
ん
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も

の
の
見
方
と
自
分
の
内
に
あ
る
も
の
と
の
ズ
レ
を
強
く
感

じ
た
ん
で
す
ね
。
近
代
デ
ザ
イ
ン
は
、
日
本
人
の
な
か
に

も
そ
う
と
う
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
ま
す
が
、
は
た
し
て

そ
れ
以
前
に
わ
れ
わ
れ
の
根
っ
こ
は
な
い
の
か
。
今
で
こ

そ
多
く
の
人
が
気
づ
き
は
じ
め
て
い
る
こ
と
に
、
最
初
に
、

し
か
も
非
常
に
若
い
時
期
に
疑
い
を
持
っ
た
の
が
杉
浦
さ

ん
で
し
た
。
い
わ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
者
の
立
場
か
ら
近

代
デ
ザ
イ
ン
を
相
対
化
し
、
も
っ
と
過
去
か
ら
続
い
て
き

た
ア
ジ
ア
的
な
基
準
の
な
か
で
、
デ
ザ
イ
ン
の
ア
イ
デ
ア

や
思
想
を
探
究
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
」

そ
れ
は
、
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
シ
ン
ボ
ル
「
太た

い

極き
よ
く

図ず

」

の
思
想
と
も
通
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
太
極
図
は
陽
と
陰

の
ふ
た
つ
の
力
の
あ
り
方
を
示
す
が
、
両
者
は
対
立
と
い

う
よ
り
循
環
・
調
和
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
も
両
者
に
は

「
陽
中
の
陰
、
陰
中
の
陽
」
と
い
っ
て
、
た
が
い
の
力
の

一
部
が
内
在
し
、
こ
れ
が
全
体
と
し
て
の
循
環
と
調
和
を

も
た
ら
す
起
動
力
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
図
１
）。

す
な
わ
ち
、
自
分
を
ど
ち
ら
か
一
方
に
固
定
す
る
の
で

は
な
く
、
常
に
揺
れ
動
く
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
。
日

本
の
デ
ザ
イ
ン
界
を
牽
引
し
て
き
た
杉
浦
さ
ん
自
身
も
、

若
か
り
し
頃
に
自
分
の
内
な
る
「
よ
そ
者
」
を
発
見
し
た

こ
と
が
、
デ
ザ
イ
ン
の
方
向
性
を
大
き
く
変
え
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
個
人
や
国
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
の
あ
り
方
に
は
、
自
己
（
自
我
）

中
心
主
義
を
超
え
た
内
な
る
他
者
の
発
見
が
重
要
な
意
味

を
も
つ
の
だ
。

「
僕
の
考
え
で
は
、
杉
浦
康
平
と
い
う
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
強
い
影
響
の
も
と
、
当
初
は
そ
の
枠

組
み
の
な
か
で
旺
盛
な
デ
ザ
イ
ン
活
動
を
行
っ
て
こ
ら
れ

た
。
50
年
代
・
60
年
代
か
ら
続
く
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
教
育

で
は
、
す
べ
て
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
産
業
革
命
や
戦

前
の
ド
イ
ツ
工
作
連
盟
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
を
受
け
た

バ
ウ
ハ
ウ
ス
［
＊
２
］
に
始
ま
る
、
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ

る
の
が
当
然
と
さ
れ
て
い
た
時
代
で
す
」

戦
前
戦
後
を
通
じ
て
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
は
近
代
欧
米
デ

ザ
イ
ン
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
日
本
、

ま
し
て
や
ア
ジ
ア
的
な
セ
ン
ス
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
そ
の
違
和
感
に

真
っ
先
に
気
づ
い
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
〝
圧
倒
的
モ
ダ

ニ
ス
ト
〟
の
杉
浦
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
。

「
杉
浦
さ
ん
は
ア
ジ
ア
へ
の
関
心
を
深
め
、
そ
の
理
論
を

実
際
の
デ
ザ
イ
ン
に
応
用
し
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
的
図
像
の

研
究
に
没
頭
し
、
大
学
で
の
教
育
や
研
究
所
の
設
立
に
尽

力
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
30
代
の
数
年
間
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス

フランスで開催された「伝統と現代技術ーー日本の
グラフィックデザイナー12人展」（1984年）に出品
されたポスター。杉浦康平の代表作のひとつであり、
アジア的な空間と時間がモダンデザインの極致と融
合した象徴的作品（イラストレーション＝渡辺冨士
雄、デザイン協力＝谷村彰彦）。
提供／神戸芸術工科大学アジアンデザイン研究所

日
本
――
ア
ジ
ア
――
欧
米
と
い
う
文
脈
の
な
か
で

太
極
図
の
ご
と
く

―
―
自
ら
の
内
な
る
よ
そ
者
の
発
見

陰と陽という渦巻くふたつの力。一方、それぞれの
内には「陽中の陰、陰中の陽」が存在し、循環と調
和のダイナミズムを生み出しているという。

█図1：太極図

陽の渦巻く動き

陽の眼
（陰中の陽）

陰の眼
（陽中の陰）

陰の渦巻く動き

文化とは古来、国や地域、世代に固有のものであると
同時に、たがいの影響関係のなか、
新たなかたちへ常に変わり続けているという面も、
見逃すことができない。
近年は、日本の大学や大学院へ留学してくる
アジア系の若者が急増しているが、
そこでの教育は西欧を規範にした近代日本文化の
一方的な押し付けになってはいないだろうか。
たんなる知識や情報、技術や資格の伝達に
とどまらない、相互の吸収と学びへの試み、
デザイン教育によりアジアと日本の新たな絆を築く、
ひとつの創造的な挑戦を取材した。

“多主語的”な
アジアが硬直した
文化を突破する

大山直美＝取材・執筆　宮村政徳＝撮影

Huang Kuo-Pin黄國賓
［神戸芸術工科大学アジアンデザイン研究所長・教授］

Akazaki Shoichi赤崎正一
［同大学芸術工学部ビジュアルデザイン学科教授］

インタビュー
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太鼓台の模型。実物の太鼓台は、大
きいもので高さ5.5メートル、長さ12
メートル、重さ6トンにも及ぶ。4本柱
のヤグラの内に太鼓を置き、上方に
布団（ふとん）を重ね、巻きつけて逆
三角形にした形態は仏教の宇宙観に
おける須弥山をかたどっているという。

所
は
次
の
5
つ
の
研
究
理
念
を
掲
げ
る
。
①
見
え
な
い
も

の
を
、
見
つ
め
て
ゆ
く
②
対
立
項
を
見
い
だ
し
、
対
比
と

融
和
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
察
す
る
③
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
研

究
で
な
く
、
重
層
的
・
複
合
的
に
対
象
を
捉
え
る
④
ひ
と

つ
の
主
題
に
、
多
く
の
主
題
（
問
題
意
識
）
を
見
い
だ
す

―
―
多
く
の
主
題
を
、
ひ
と
つ
の
主
題
に
織
り
あ
げ
る

［
重

じ
ゆ
う

々じ
ゆ
う

無む

尽じ
ん

］
⑤
環
境
や
、
心
身
の
問
題
と
関
係
づ
け
る

［
人
間
・
環
境
中
心
］

こ
れ
ら
ア
ジ
ア
的
な
思
考
方
法
は
研
究
所
の
み
な
ら
ず
、

黄
さ
ん
や
赤
崎
さ
ん
が
指
導
す
る
学
部
・
大
学
院
で
も
研

究
の
基
本
姿
勢
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
に
展
覧
会
、
講
演
会
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
出
版
な
ど
、
多
様
な
形
で
研
究
の
成
果

が
発
表
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
の
設
立
準
備

期
間
か
ら
開
設
直
後
に
か
け
て
は
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
残

る
き
ら
び
や
か
で
豪
壮
な
「
太
鼓
台
」
と
そ
の
ル
ー
ツ
と

し
て
の
「
山だ

車し

」
を
テ
ー
マ
に
、
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
共
通

の
祭
礼
装
置
の
デ
ザ
イ
ン
に
着
目
、
ア
ジ
ア
各
国
の
研
究

者
と
の
密
度
の
濃
い
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
独

特
の
宇
宙
観
や
神
話
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
山
車
の
造
形

は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
中
国
、
バ
リ
、
イ
ラ
ン
、
イ
ン

ド
、
タ
イ
な
ど
、
ア
ジ
ア
各
国
で
見
ら
れ
る
と
い
う
。
こ

の
研
究
成
果
は
、
の
ち
に
『
靈
獣
が
運
ぶ 

ア
ジ
ア
の
山
車

─
─
こ
の
世
と
あ
の
世
を
結
ぶ
も
の
』（
工
作
舎
刊
）
と
し

て
出
版
さ
れ
て
も
い
る
。

「
ア
ジ
ア
の
文
化
は
多
く
源
流
を
共
有
し
て
、
イ
ン
ド
か

ら
中
国
、
韓
国
、
そ
し
て
日
本
に
渡
っ
た
も
の
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
今
、
日
本
に
は
、
民
俗
学
の
視
点
か
ら
祭

り
を
研
究
し
て
い
る
方
は
大
勢
い
ま
す
が
、
デ
ザ
イ
ン
や

造
形
の
視
点
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。
日
本
と
い
う
狭
い
範
囲
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
た
の

で
は
、
ア
ジ
ア
全
体
に
及
ぶ
巨
大
な
流
れ
を
捉
え
ら
れ
な

い
の
で
、
じ
つ
は
こ
れ
は
重
要
な
視
点
で
す
。
た
と
え
文

字
で
書
か
れ
た
文
献
が
な
く
て
も
、
デ
ザ
イ
ン
や
形
か
ら

わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
よ
そ
者
同
士
と
し
か
見
え
な
か
っ

た
ア
ジ
ア
各
国
が
、
た
が
い
の
内
に
あ
る
異
文
化
を
発
見

し
合
う
こ
と
で
、
共
通
の
表
現
の
手
法
が
見
え
て
く
る
と

い
う
の
が
、
私
た
ち
の
研
究
所
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
を
し
て
い
る
大
学
は
、

日
本
で
も
こ
こ
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
」

黄
さ
ん
の
言
葉
を
受
け
た
赤
崎
さ
ん
は
、
こ
の
山
車
の

研
究
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

「
杉
浦
さ
ん
は
、
山
車
の
デ
ザ
イ
ン
は
仏
教
の
宇
宙
観
に

お
い
て
世
界
の
中
央
に
そ
び
え
る
と
い
う
須し

ゆ

弥み

山せ
ん

の
形
か

ら
来
て
い
る
と
想
定
し
ま
し
た
。
黄
さ
ん
の
言
葉
ど
お
り
、

そ
れ
を
文
献
で
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
ア
ジ

ア
各
地
の
多
様
な
事
例
を
集
め
て
は
、
想
像
力
に
よ
っ
て

イ
メ
ー
ジ
を
渉
猟
し
、
図
像
的
・
造
形
的
な
類
似
性
を
発

見
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
初
め
は
非
常
に
個
人
的
な
関
心

と
気
づ
き
か
ら
始
ま
っ
た
研
究
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど

で
語
り
合
わ
れ
、
本
に
す
る
こ
と
で
、
人
と
人
、
国
と
国
、

文
化
と
文
化
を
結
び
つ
け
、
体
系
と
広
が
り
を
生
み
出
し

て
い
く
。
そ
う
い
う
場
と
し
て
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研

日
本
だ
け
で
は
見
え
な
い
、

文
化
の
源
流
を
探
る
試
み

よ
う
に
自
分
と
他
者
を
画
然
と
分
け
て
考
え
る
の
で
は
な

く
、
つ
な
が
り
、
混
沌
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
大
き
な
流
れ

の
な
か
で
物
事
を
捉
え
る
〝
多
主
語
的
〟
な
見
方
が
重
要

と
い
う
こ
と
だ
。

「
多
主
語
的
な
関
係
と
い
う
の
は
、
仏
教
学
者
の
鎌
田
茂

雄
さ
ん
が
言
う
〝
因い

ん

陀だ

羅ら

網も
う

〟
に
も
通
じ
ま
す
。『
華け

厳ご
ん

経き
よ
う』［

＊
３
］
に
書
か
れ
た
こ
の
宝
の
網
は
、
ひ
と
つ
の
点

を
持
ち
上
げ
る
と
無
限
に
あ
ら
ゆ
る
点
が
か
ら
み
合
っ
て

持
ち
上
が
る
。
Ａ
と
い
う
点
を
中
心
に
す
れ
ば
、
Ｂ
は
伴

（
脇
役
）
で
す
が
、
Ｂ
を
中
心
に
す
れ
ば
今
度
は
ほ
か
の

点
が
伴
に
な
る
と
い
う
具
合
に
、
主
従
の
関
係
は
そ
の
都

度
変
化
し
つ
つ
、
す
べ
て
の
点
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
に

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
常
に
た
が
い
に
共

創
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
多
主
語
的
な
関
係
と
い
え
る

で
し
ょ
う
」

こ
う
し
た
考
え
を
基
礎
に
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究

「
18
世
紀
以
降
、
世
界
は
も
っ
ぱ
ら
西
欧
的
な
近
代
文
明

の
洗
礼
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
戦
争
や
紛
争
や

飢
餓
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
今
な
お
地
球
の
い
た
る
と
こ

ろ
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
近
年
は
中
国
や
韓
国

や
イ
ン
ド
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
な
ど
も
急
速
な

発
展
を
見
せ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
西
欧
と
同
じ

近
代
化
の
道
を
進
み
、
自
分
た
ち
の
大
切
な
伝
統
や
精
神

性
は
破
壊
さ
れ
か
ね
な
い
。
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
に
は
、
西

欧
的
な
自
己
（
自
我
）
中
心
主
義
と
は
大
き
く
異
な
る

〝
多
主
語
的
〟
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
今
の
世
の
中
の

困
難
な
状
況
を
変
え
る
に
は
、
そ
う
し
た
ア
ジ
ア
的
な
思

考
を
ヒ
ン
ト
に
、
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い

か
。
そ
う
し
た
考
え
か
ら
、
こ
の
研
究
所
は
つ
く
ら
れ
た

の
で
す
」

黄
さ
ん
の
言
う
〝
多
主
語
的
〟
と
は
、
た
と
え
ば
作
品

に
は
当
然
の
ご
と
く
自
分
だ
け
の
署
名
を
入
れ
、
我
ひ
と

り
を
主
語
と
す
る
よ
う
な
西
欧
に
対
し
、
デ
ザ
イ
ン
も
美

術
も
個
人
を
超
え
た
多
く
の
無
名
の
人
々
す
べ
て
が
主
語

に
な
り
、
時
代
を
超
え
て
受
け
継
い
で
い
く
―
―
そ
ん
な

ア
ジ
ア
特
有
の
発
想
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
た
杉
浦
さ
ん

の
思
想
の
根
本
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
の

基
本
的
な
考
え
方
を
象
徴
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
「
一い

つ

即そ
く

二に

即そ
く

多た

即そ
く

一い
つ

」
あ
る
い
は
「
而に

二に

不ふ

二に

（
二
に
し
て
一
）」
と
い

う
言
葉
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
（
図
２
）。

も
と
も
と
ア
ジ
ア
に
は
、
ふ
た
つ（
以
上
）
に
見
え
る
も

の
も
実
は
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
古
く
か
ら

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
太
極
図
に
見
る
陰
と
陽
、
天
と
地
、

日
と
月
と
い
っ
た
一
対
の
密
接
な
つ
な
が
り
。
私
た
ち
自

身
の
体
に
し
て
も
右
半
身
と
左
半
身
の
ふ
た
つ
に
分
か
れ

る
が
、
手
を
合
わ
せ
れ
ば
ひ
と
つ
に
つ
な
が
る
。
西
欧
の

西
欧
近
代
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
の

〝
多
主
語
的
〟ア
ジ
ア

すべてのものは「一」であり、「二」であり、「多」でもあり、同時にまた
「一」でもあるという思想。一見矛盾し合うものが、溶け合い、一体化
する発想は、西欧的自己（自我）中心主義とは異なる“多主語的”考え
方だ。

█図2：一即二即多即一

二 即 一 即 多 即 一

究
所
が
果
た
す
意
味
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
」

現
在
、
研
究
所
で
は
新
た
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
ア
ジ
ア

各
国
の
儀
式
や
芸
能
の
際
の
冠
な
ど
「
か
ぶ
り
も
の
」
に

注
目
。
前
出
の
山
車
と
も
通
ず
る
宇
宙
模
型
的
な
造
形
上

の
特
性
に
つ
い
て
、
こ
の
５
年
ほ
ど
、
継
続
的
な
研
究
活

動
を
行
っ
て
い
る
。

黄
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
大
学
院
の
修
士
課
程
・
博

士
課
程
あ
わ
せ
て
89
人
、
黄
さ
ん
が
担
当
し
て
い
る
大
学

院
生
は
9
人
い
る
が
、
う
ち
8
人
を
中
国
人
が
占
め
て
い

る
。
こ
こ
で
も
他
大
学
と
同
様
、
お
も
に
ア
ジ
ア
各
国
の

学
生
が
刺
激
を
受
け
る
場
と
し
て
、
日
本
の
教
育
・
研
究

機
関
が
選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
だ
。

で
は
、
同
大
学
院
に
在
籍
す
る
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生

異
な
る
時
代
、地
域
、技
術
と
の

出
会
い
が
創
出
す
る
も
の
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は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

研
究
室
の
学
生
た
ち
は
「
文
化
と
デ
ザ
イ
ン
の
関
係
」
を

基
本
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
別
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
研
究
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
あ
る
学
生
の
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
「
魏ぎ

碑ひ

書
体
の
研
究
と
フ
ォ
ン
ト
」。
4
世
紀
か
ら
6
世
紀
に

か
け
て
栄
え
た
北
魏
の
時
代
の
石
碑
に
書
か
れ
た
文
字
の

書
体
が
魅
力
的
だ
と
着
目
し
、
碑
文
の
拓
本
な
ど
の
材
料

を
収
集
・
分
析
し
た
う
え
で
、
自
分
な
り
に
４
０
０
種
類

の
文
字
を
再
現
し
た
。
将
来
は
、
こ
れ
を
汎
用
で
き
る
よ

う
フ
ォ
ン
ト
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
そ
う
だ
。

一
方
、「
中
国
の
木
版
年
画
」
に
つ
い
て
研
究
し
た
学

生
も
い
る
。
か
つ
て
の
中
国
で
は
新
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
吉
祥
や
寿

こ
と
ほ
ぎを
表
す
絵
「
年
画
」
を
木
版
画
印
刷
の
手

法
で
つ
く
り
、
家
の
あ
ち
こ
ち
に
貼
る
習
俗
が
あ
っ
た
が
、

現
在
は
す
た
れ
、
職
人
も
減
少
。
す
べ
て
の
版
が
手
彫
り

の
た
め
、
コ
ス
ト
が
高
い
こ
と
も
衰
退
の
一
因
だ
と
い
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
学
生
は
伝
統
文
化
を
存
続
さ
せ
る
に
は
コ

ス
ト
を
下
げ
る
方
法
を
編
み
出
せ
ば
い
い
と
考
え
、
最
新

の
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
で
木
版
を
つ
く
る
表
現
手
法
に
た

ど
り
着
い
た
の
だ
。

「
卒
業
時
に
は
、
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
年
画
の
大
作
を

制
作
し
ま
し
た
。
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
な
ら
細
部
も
表
現

で
き
る
し
、
出
来
栄
え
は
手
彫
り
の
年
画
の
最
高
レ
ベ
ル

に
も
匹
敵
し
ま
す
」
と
教
え
子
の
成
果
を
た
た
え
る
黄
さ

ん
。
先
の
フ
ォ
ン
ト
も
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
も
、
た
ん
に

現
代
の
技
術
を
駆
使
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
伝
統
文
化
を
研
究
し
、
そ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
継
承

で
き
る
か
、
考
察
を
重
ね
た
う
え
で
形
に
し
た
点
に
大
き

な
価
値
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
自
ら
の
内
な
る
異
文

化
＝
よ
そ
者
を
手
が
か
り
に
、
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す

と
い
う
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
大
学
院
生
が
参
加
し
て
年
１
回
行
っ
て

い
る
「
国
際
総
合
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て
も
、
黄
さ

ん
が
２
０
１
９
年
度
の
研
究
例
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
台
湾
の
４
大

学
が
合
同
で
開
催
し
て
お
り
、
今
年
で
10
回
目
を
迎
え
た

と
い
う
。
４
つ
の
大
学
の
い
ず
れ
か
が
ホ
ス
ト
校
と
な
り
、

地
元
の
特
定
地
域
で
見
学
、
調
査
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

な
ど
を
行
い
、
地
域
社
会
の
課
題
を
発
見
。
そ
れ
を
解
決

す
る
提
案
を
研
究
発
表
会
で
報
告
す
る
と
い
う
も
の
で
、

今
年
は
神
戸
芸
術
工
科
大
学
が
ホ
ス
ト
役
を
務
め
、
都
市

景
観
形
成
地
区
に
指
定
さ
れ
た
奈
良
市
の
旧
市
街
「
奈
良

町
」
の
町
並
み
保
存
と
活
用
の
可
能
性
を
考
察
し
た
と
い

う
。報

告
書
に
は
、
４
校
の
学
生
５
人
を
基
本
に
編
成
さ
れ

た
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
国
籍
や
大
学
、
専
門
分
野
を
超
え

た
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
景
観
に
な
じ

む
電
柱
や
標
識
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
た
り
、
居
住
者
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
つ
つ
観
光
客
と
住
民
を
つ
な
ぐ
場
の

あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
構
想
す
る
な
ど
、
提
案
自
体
も
興
味

深
い
が
、
そ
れ
以
前
に
、
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
通
じ
て
学
生
た
ち
が
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

「
ア
ジ
ア
の
ほ
か
の
国
の
先
生
や
学
生
が
町
を
見
る
と
、

や
は
り
日
本
人
が
見
て
い
る
も
の
と
は
違
う
も
の
が
見
え

て
き
ま
す
か
ら
、
日
本
人
だ
け
で
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

は
違
っ
た
成
果
が
得
ら
れ
ま
す
。
今
は
報
告
書
を
奈
良
市

長
に
提
出
し
て
、
採
用
で
き
る
案
が
あ
れ
ば
検
討
し
て
も

ら
え
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
黄
さ

ん
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
展
望
を
語
る
。

黄
國
賓

フ
ァ
ン
・
ク
ォ
ピ
ン

神
戸
芸
術
工
科
大
学
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン

研
究
所
長
。
同
大
学
院
芸
術
工
学
研
究
科

教
授
（
2
0
1
6
年
よ
り
）。
芸
術
工
学
博
士
。

１
９
６
７
年
生
ま
れ
。
97
年
、
神
戸
芸
術
工

科
大
学
大
学
院
芸
術
工
学
研
究
科
総
合
デ
ザ

イ
ン
専
攻
修
了
。
２
０
０
５
年
、
同
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
同
大
学

芸
術
工
学
研
究
科
を
経
て
、
2
0
1
8
年
よ
り
現
職
。

赤
崎
正
一

あ
か
ざ
き
・
し
ょ
う
い
ち

神
戸
芸
術
工
科
大
学
芸
術
工
学
部
ビ
ジ
ュ
ア

ル
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授
。
１
９
５
１
年
生
ま

れ
。
武
蔵
野
美
術
大
学
造
形
学
部
建
築
学
科

卒
業
。
１
９
７
６
〜
96
年
、
杉
浦
康
平
プ
ラ

ス
ア
イ
ズ
に
在
籍
。
2
0
0
6
年
よ
り
現
職
。

デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
に
2
0
0
7
年
よ
り
継
続
し
て
担
当
し
て
い
る
月
刊

誌
『
世
界
』（
岩
波
書
店
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
し
た
大
学
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
た
背
景

に
は
、
杉
浦
さ
ん
が
所
長
を
務
め
た
時
代
か
ら
同
研
究
所

が
中
国
、
韓
国
、
台
湾
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
と
交
流
を
重

ね
て
き
た
こ
と
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
、
と
赤
崎
さ
ん

は
言
う
。
人
と
人
の
つ
な
が
り
が
さ
ら
に
大
き
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
ま
さ
に
〝
多
主

語
的
〟
だ
。
留
学
生
た
ち
の
多
く
は
神
戸
芸
術
工
科
大
学

に
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
う

え
で
、
同
大
学
・
大
学
院
へ
の
留
学
を
志
望
し
て
く
る
と

い
い
、
設
立
約
10
年
を
経
て
、
同
研
究
所
は
デ
ザ
イ
ン
と

い
う
領
域
に
お
け
る
ア
ジ
ア
各
国
の
「
ハ
ブ
」
と
し
て
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
残
念
な
が
ら
近
年
の
日
本
と
ア
ジ
ア
各
国
と

の
関
係
は
、
い
い
意
味
で
の
「
よ
そ
者
」
と
し
て
刺
激
を

注＊
1	

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
「
平
成
29
年
度
外
国
人
留
学
生
在
籍
状

況
調
査
結
果
」
よ
り
。

＊
2	

ド
イ
ツ
工
作
連
盟
（
Ｄ
Ｗ
Ｂ
）
は
20
世
紀
前
半
に
設
立
さ
れ
、
多
く
の
建
築
家

や
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
の
礎
を
築
い
た
団
体
。
バ
ウ
ハ
ウ

ス
の
中
心
人
物
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
も
Ｄ
Ｗ
Ｂ
に
参
加
し
て
い
た
。

＊
3	

仏
教
の
経
典
の
ひ
と
つ
で
、
極
小
の
一
点
の
中
に
全
宇
宙
が
存
在
す
る
と
い

う
、
独
特
の
空
間
・
時
間
認
識
を
説
く
。
ち
な
み
に
、
因
陀
羅
す
な
わ
ち
イ

ン
ド
ラ
と
は
帝
釈
天
（
た
い
し
ゃ
く
て
ん
）
の
こ
と
を
指
す
。

対
立
と
対
峙
を
超
え
た

「
而
二
不
二
」の
関
係
へ

与
え
合
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
う
し
た
状
況
を

打
破
し
、
あ
る
種
の
絆
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
を
築

く
に
は
、
何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
？

黄
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
も
や
は
り
大
切
な
の
は

「
ア
ジ
ア
の
多
主
語
的
な
考
え
方
」
だ
と
い
う
。「
赤
崎
先

生
や
私
は
大
学
で
教
え
る
か
た
わ
ら
、
本
を
中
心
に
デ
ザ

イ
ン
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、
本
を
作
る
に
は
編
集
者

を
は
じ
め
、
文
章
を
書
く
人
、
イ
ラ
ス
ト
を
描
く
人
、
写

真
を
撮
る
人
、
印
刷
す
る
人
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
人
が
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
で
き
あ
が
っ
た
本
を
売
る
人

も
い
て
、
最
後
に
は
買
っ
て
読
む
人
が
い
る
。
自
分
だ
け

が
主
人
公
で
、
ほ
か
は
す
べ
て
脇
役
―
―
と
い
う
の
で
は

な
く
、
誰
も
が
主
語
に
な
り
う
る
し
、
た
が
い
に
重
な
っ

て
層
を
な
す
よ
う
に
、
絆
を
構
築
し
て
い
る
の
で
す
」

社
会
情
勢
に
よ
っ
て
留
学
生
数
に
多
少
の
変
動
は
あ
る

も
の
の
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
を
擁
す
る
神
戸
芸

術
工
科
大
学
を
目
指
し
、
今
後
も
大
勢
の
学
生
が
ア
ジ
ア

各
国
か
ら
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
意

欲
的
に
研
究
を
行
う
。
そ
の
多
彩
さ
が
、
西
欧
的
な
も
の

に
と
っ
て
「
よ
そ
者
」
で
あ
る
ア
ジ
ア
独
自
の
力
強
い
歩

み
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
た
ん
に
対

立
・
対
峙
す
る
関
係
で
は
な
く
、
た
が
い
が
内
な
る
他
者

「
陽
中
の
陰
、
陰
中
の
陽
」
を
意
識
し
合
う
「
而
二
不
二
」

「
一
即
二
即
多
即
一
」
の
発
想
に
よ
っ
て
、日
本
と
ア
ジ
ア
、

そ
し
て
世
界
と
の
新
た
な
つ
な
が
り
を
生
み
出
す
。
今
日
、

グ
ロ
ー
バ
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
間
で
揺
れ
る
「
文
化
」
の

新
し
い
か
た
ち
は
、
そ
の
先
に
こ
そ
見
つ
か
る
は
ず
だ
。

神戸芸術工科大学が中心となった、2019年度の日中韓
台4大学国際総合プロジェクト「都市景観形成地区 奈良
町の保存と活用の可能性」発表イベントのためのポス
ター。提供／神戸芸術工科大学アジアンデザイン研究所

この10年間、各国の研究者たち
と共同で行ってきた研究はアジア
全域をカバーし、その対象もじつ
にさまざま。その成果はシンポジ
ウムや各種メディアを通じて発表さ
れ、内外の注目を集めている。提
供／神戸芸術大学アジアンデザイ
ン研究所（17頁、18頁とも）
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21
世
紀
に
入
り
い
よ
い
よ
加
速
度
的
に
進

む
社
会
構
造
の
変
化
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
面
で
不
適
合
を
起
こ
し
つ
つ
あ
る
日
本
の

社
会
シ
ス
テ
ム
。
そ
ん
な
な
か
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
通
じ
た
問
題
解
決
に
あ
ら
た
め
て
注

目
が
集
ま
り
、
と
り
わ
け
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

と
っ
て
の
「
よ
そ
者
」
の
関
与
が
何
ら
か
の

変
化
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
、
と
の
期

待
が
少
な
く
な
い
。

が
、
そ
こ
で
は
ま
ず
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
側
、

「
よ
そ
者
」
の
側
双
方
が
、
自
他
を
取
り
巻

く
構
造
的
な
問
題
へ
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し

を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
安
直
で
相
互
依
存
的

な
関
わ
り
だ
け
で
は
、
さ
ら
な
る
分
裂
と
排

除
、
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
あ
ら

ゆ
る
集
団
に
は
、
常
に
包
摂
性
と
排
他
性
の

双
方
向
の
力
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

の
点
を
無
視
し
た
の
で
は
真
に
建
設
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
は
お
ぼ
つ
か
な
い

だ
ろ
う
。

異
質
な
者
を
受
け
入
れ
、「
よ
そ
者
」
と

混
じ
り
合
い
な
が
ら
新
た
な
価
値
観
を
生
み

出
す
こ
と
の
で
き
る
ロ
ー
カ
ル
な
社
会
は
、

は
た
し
て
つ
く
り
出
せ
る
の
か
？

1
9
5
0
年
と
80
年
生
ま
れ
、
世
代
も
ア

プ
ロ
ー
チ
も
ま
っ
た
く
違
う
が
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
も
っ
て
い
る

正
負
の
側
面
を
考
察
し
、
あ
る
べ
き
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
の
形
」
を
問
い
続

け
て
い
る
お
ふ
た
り
に
話
を
伺
っ
た
。

―
―
新
川
先
生
は
長
年
、
地
方
自
治
や
行
政
学
、

公
共
政
策
論
と
い
っ
た
分
野
の
研
究
を
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
早
く
か
ら
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
や
協
働
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
っ
た

も
の
の
役
割
に
注
目
、
そ
の
重
要
性
を
指
摘
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
現
在
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
を
先
取
り
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
認
識
の
背
景
に

は
何
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
体

験
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

新
川　

私
の
研
究
そ
れ
自
体
は
自
治
体
や

政
策
立
案
者
と
共
に
行
う
こ
と
が
多
か
っ

た
の
で
す
が
、
常
に
そ
こ
に
住
ん
で
い
る

人
々
と
ど
う
関
わ
る
か
を
意
識
し
て
き
ま

し
た
（
図
１
）
。
学
生
時
代
に
東
北
で
出

会
っ
た
山
村
の
暮
ら
し
が
、
も
し
か
し
た

ら
原
点
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
田
や
畑
の
畦あ

ぜ

に
植
え
て
あ
る
セ
リ
や
大
豆
の
育
て
方
な

ど
小
さ
な
知
恵
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
地

域
で
培
わ
れ
て
き
た
技
術
や
知
識
で
あ
り

文
化
で
あ
る
と
い
う
感
覚
で
す
。
そ
こ
で

生
き
る
人
た
ち
同
士
の
結
び
つ
き
を
支
え

る
よ
う
な
古
い
仕
組
み
、
た
と
え
ば
結ゆ

い

や

講
［
＊
1
］
と
い
っ
た
も
の
も
残
っ
て
い
ま

し
た
。
た
ま
た
ま
私
が
研
究
で
関
わ
り
を

も
っ
た
山
間
の
地
域
で
は
鶏
を
飼
っ
て
い

る
農
家
が
多
く
て
、
農
家
の
お
母
さ
ん
た

ち
が
卵
を
少
し
ず
つ
持
ち
寄
っ
て
、
貯
金

し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

―
―
村
の
女
性
た
ち
が
、
卵
で
一
種
の
講
を
つ

く
っ
て
い
た
の
で
す
か
？

新
川　

そ
の
通
り
で
す
。
鶏
を
育
て
る
営

み
自
体
は
戦
後
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ

れ
以
前
は
卵
以
外
の
も
の
で
同
じ
よ
う
な

こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う

や
っ
て
貯
め
た
お
金
で
、
彼
女
た
ち
は
農

閑
期
に
温
泉
へ
行
く
の
だ
、
と
控
え
め
に

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
仕
組
み

こ
そ
が
、
豊
か
な
社
会
の
象
徴
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
当
時
の
日
本
は
バ
ブ
ル
期

で
、
研
究
の
世
界
で
も
こ
う
い
う
小
さ
な

農
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
の
は
「
乗

り
越
え
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
扱
い
を
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
に

は
そ
れ
が
大
き
な
可
能
性
と
見
え
ま
し
た
。

―
―
古
い
伝
統
が
形
を
変
え
、
時
代
に
合
わ
せ

て
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。

川
中　

私
た
ち
の
世
代
に
な
る
と
、
そ
う

い
う
原
風
景
み
た
い
な
も
の
は
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
と
し
て
聞
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
経

験
と
し
て
は
希
薄
で
す
。
個
人
的
に
は
幼

少
期
に
育
っ
た
長
屋
み
た
い
な
場
所
が
比

較
的
ウ
ェ
ッ
ト
な
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
後
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
よ

う
な
都
会
的
な
場
所
で
育
ち
ま
し
た
か
ら
。

そ
し
て
中
学
校
や
高
校
と
い
っ
た
場
所
で

私
が
必
死
で
戦
っ
て
い
た
の
は
、
「
基
本

的
に
こ
の
社
会
は
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う

あ
る
種
の
共
通
認
識
で
し
た
。
何
か
を
変

え
た
い
と
思
っ
て
声
に
出
し
て
も
、
受
け

止
め
て
も
ら
え
な
い
。
だ
か
ら
友
達
は
み

な
、
そ
れ
を
と
っ
く
に
諦
め
て
し
ま
っ
て

い
る
状
態
で
し
た
が
、
私
は
い
つ
も
「
そ

れ
は
お
か
し
い
」
と
反
発
し
て
い
ま
し
た
。

―
―
そ
の
頃
、
神
戸
で
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を

経
験
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

川
中　

中
学
２
年
生
の
と
き
で
す
。
そ
の

後
、
２
、
３
年
が
経
過
し
て
落
ち
着
き
も

出
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
被
災
児
童
支
援
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
当

時
の
神
戸
で
は
、
震
災
か
ら
の
復
興
と
い

う
特
殊
な
状
況
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
市

民
が
声
を
上
げ
、
市
民
が
リ
ー
ド
し
て
社

会
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
過
程
を
間
近
で
見

原
点
と
し
て
の

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
体
験
」

コミュニティ・デザインの問題を考える際は、地域に暮らすすべての人 を々念頭に、問題解決への
視点、自由と平等を前提とするシチズンシップに基づいた設計図と手順の提供が不可欠となる。

█図1：コミュニティ・デザインのあり方への問い

地域の問題を解決できるコミュニティ形成
市民的な共同性：自由と平等

コミュニティ形成を
実践していくための

設計図を提供すること

コミュニティをデザイン
するための方法や枠組み、

手順を提供すること
（ガバナンス）

誰のための
コミュニティなのか

誰が運営している
コミュニティなのか

誰が構成している
コミュニティなのか

コミュニティ・
デザイン

コ
ミ
ュニ
ティ・デ
ザ
イ
ン
新
論

―
―「
包
摂
か
排
除
か
」を
越
え
て

池永寛明・弘本由香里（大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所）＝聞き手
脇坂敦史＝構成　宮村政徳＝撮影

かつての経済成長を支えてきた中産階級の基盤が崩れ、流動化する日本社会。

その構造的な変化はまた、世代間・階層間の分断や格差拡大を加速させつつある。

課題を乗り越えていくために寛容性を高め、異質な「よそ者」たちを受け入れて混じり合い、

新たな価値を生み出せる、そんな真に建設的なコミュニティの形は考え得るのか？

同志社大学とＣＥＬの教育研究協力協定による「コミュニティ・デザイン論研究」講座で、

講師を務められるおふたりとの対話を通じて、その糸口を探り、掘り下げていく――。

Niikawa Tatsuro

新川達郎

［同志社大学大学院
総合政策科学研究科教授］

Kawanaka Daisuke
川中大輔

［龍谷大学社会学部講師／
シチズンシップ共育企画代表］

インタビュー
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聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
と

き
、
「
や
れ
ば
で
き
る
」
「
変
え
る
こ
と

は
で
き
る
」
と
強
く
感
じ
ら
れ
た
。
で
す

が
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
10
代
と
か
20
代
は

ほ
と
ん
ど
い
な
く
て
、
私
が
最
年
少
で
し

た
。

―
―
そ
う
し
た
活
動
が
、
若
く
し
て
「
シ
チ
ズ

ン
シ
ッ
プ
共
育
企
画
」
と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
設
立

し
た
原
動
力
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

川
中　

そ
う
で
す
ね
。
現
在
は
中
高
生
な

ど
若
者
が
社
会
参
加
で
き
る
場
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
学
生
の
頃
、
被
災

児
童
に
加
え
て
、
不
登
校
児
や
生
活
困
窮

世
帯
な
ど
と
も
関
わ
っ
た
こ
と
か
ら
私
は
、

「
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

人
々
」
が
苦
悩
を
感
じ
て
い
る
状
況
へ
も

関
心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
「
低
き

に
立
つ
」
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
を

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

―
―
若
き
日
の
川
中
先
生
が
感
じ
ら
れ
た
と
い

う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
硬
直
性
や
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
も

つ
可
能
性
み
た
い
な
も
の
を
新
川
先
生
は
ど
の

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
ま
す
か
？　

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
変
化
に
直
面
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
積
極

的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
人
々
の
考
え
方
や
態
度

は
、
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

新
川　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
的
な
も
の
の

衰
退
は
、
私
が
研
究
を
開
始
し
た

１
９
７
０
年
代
よ
り
も
前
か
ら
、
ず
っ
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
ひ
た
す
ら
解
体
し
て
い

く
と
い
う
同
じ
状
況
の
な
か
で
、
「
理

想
の
地
域
社
会
」
「
あ
る
べ
き
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
再
生
」
み
た
い
な
も
の
が
何

度
か
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
繰
り
返

し
語
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

現
実
に
は
、
も
は
や
行
政
の
末
端
組
織

と
し
て
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
が

か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
価
値
は
あ
る
種
の
幻
想
の
よ
う

に
生
き
残
り
、
そ
の
再
生
を
目
指
す
よ

う
な
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
回
帰
」
的
な
動

き
も
た
び
た
び
強
調
さ
れ
る
。
ま
た

１
９
９
０
年
代
半
ば
以
降
に
は
阪
神
・

淡
路
大
震
災
や
そ
の
復
興
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
が
あ
り
、
従
来
型
の
地
縁
組
織

と
は
異
な
る
、
た
と
え
ば
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い

う
新
し
い
組
織
の
あ
り
方
が
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
在

の
町
内
会
や
自
治
会
の
加
入
率
は
、
か

つ
て
の
80
～
90
％
か
ら
60
％
と
だ
い
ぶ

落
ち
て
い
ま
す
が
、
全
国
に
約
30
万
団

体
も
あ
り
、
そ
の
数
だ
け
は
減
っ
て
い

ま
せ
ん
。
一
方
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
、
こ
の
20

年
間
で
５
万
団
体
以
上
が
つ
く
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

川
中　

私
に
は
困
っ
た
と
き
に
助
け
を
求

め
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
つ
な
が
り
」
を

必
要
と
す
る
と
き
、
特
定
の
近
隣
社
会
の

な
か
で
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
る
環
境
を
形

成
す
る
と
い
う
志
向
性
は
、
以
前
か
ら
希

薄
で
し
た
。
む
し
ろ
市
民
生
活
に
と
っ
て

必
要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
多
重
的
に
圏

域
を
超
え
て
縦
横
無
尽
に
つ
く
っ
て
い
く

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
た
と
思
い

ま
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
以

上
が
た
ち
、
行
政
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
役
割
を
真

剣
に
考
え
る
こ
と
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
ど
こ
か
で
、
公
共

の
利
益
を
市
場
原
理
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

と
の
懸
念
は
ぬ
ぐ
え
ま
せ
ん
。
本
来
は
、

市
民
の
感
性
や
視
点
を
大
切
に
し
な
が
ら

公
共
を
つ
く
り
か
え
て
い
く
べ
き
だ
っ
た

は
ず
な
の
で
す
が
、
N
P
O
が
企
業
化
し

た
り
、
行
政
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
ま
す
。

―
―
よ
り
良
い
市
民
社
会
の
た
め
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
だ
っ
た
は
ず
が
、
い
つ
の
ま
に

か
下
請
け
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
？

川
中　

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
ど
う
や
っ
て
つ
く
っ
て
い
く
か
？

地
域
の
住
民
を
ど
う
巻
き
込
ん
で
い
く

か
？
み
た
い
な
視
点
が
、
あ
ら
た
め
て
求

め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ

ら
に
強
く
感
じ
る
の
は
、
現
在
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

活
動
は
組
織
化
を
強
く
推
し
進
め
た
あ
ま

り
、
組
織
を
維
持
す
る
た
め
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
に
大
き
な
力
を
割さ

か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
本
来
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
の
市
民
活
動
だ
っ
た
も
の
が
、

組
織
の
論
理
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
近
年
、
面
白
い
こ
と
を
や
っ
て

い
る
事
例
は
、
組
織
に
背
を
向
け
て
、
個

人
や
グ
ル
ー
プ
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
で
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
多
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。

新
川　

私
自
身
、
い
わ
ば
「
よ
そ
者
」
と

し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
に
関
わ

る
こ
と
も
多
い
で
す
が
、
そ
う
し
た
旧
来

の
組
織
の
衰
退
と
い
っ
た
流
れ
の
な
か
で

何
が
で
き
る
の
か
、
常
に
考
え
さ
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
長
期
的
に
腰
を
据
え
る
の
は

重
要
で
す
が
、
あ
ま
り
地
域
に
寄
り
添
い

す
ぎ
る
の
も
ま
ず
い
か
な
と
思
っ
た
り
、

あ
る
い
は
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
そ
れ

自
体
が
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
、
と
感
じ
る
場
面
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
う
い
う
距
離
感
で
、
ど
う
関
わ
る

べ
き
か
悩
み
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

―
―
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
体
の
捉
え
方
や
あ
り
方

に
も
揺
れ
が
あ
る
な
か
、「
よ
そ
者
」
の
役
割
や

意
義
と
い
っ
た
も
の
を
、
あ
ら
た
め
て
ど
う
考

え
ら
れ
ま
す
か
？

新
川 

「
風
の
人
、
土
の
人
」
と
い
う
言

葉
も
あ
り
ま
す
が
、
「
よ
そ
者
」
や
「
旅

人
」
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
固
有
の
役

割
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
お

坊
さ
ん
や
文
人
が
村
に
や
っ
て
き
て
、
新

し
い
知
恵
や
知
識
を
伝
え
て
い
く
よ
う
な

も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
今
の
社
会
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
れ

自
体
が
ど
れ
ほ
ど
固
定
的
に
見
え
て
も
、

結
果
的
に
そ
う
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
の
な
か
に
あ

る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
同
時
に
、
一
定
の
高
さ
を
も
つ

敷
居
に
よ
っ
て
ゲ
ー
ト
キ
ー
プ
し
て
、
外

部
か
ら
の
人
を
選
別
す
る
た
め
の
仕
組
み

も
あ
る
で
し
ょ
う
。

―
―
逆
に
、「
よ
そ
者
」が
入
っ
て
き
や
す
い
よ

う
な
場
や
イ
ベ
ン
ト
を
準
備
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
よ
ね
。

新
川　

ハ
レ
と
ケ
［
＊
2
］
で
い
え
ば
ハ
レ

の
場
、
伝
統
的
に
は
お
祭
り
の
と
き
な
ど

に
「
よ
そ
者
」
と
の
接
触
が
増
え
ま
す
。

あ
る
い
は
何
か
極
端
な
忌
み
ご
と
や
不
幸
、

大
災
害
が
あ
っ
た
と
き
に
も
多
く
の
「
よ

そ
者
」
が
入
っ
て
く
る
。
日
本
の
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
「
よ
そ
者
」
に
注
目
し
た

の
は
、
高
度
成
長
期
の
過
疎
振
興
政
策
が

最
初
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
以
来
、
地

域
の
疲
弊
や
危
機
意
識
の
な
か
で
、
そ
れ

を
か
き
乱
し
て
く
れ
る
「
よ
そ
者
」
の
存

在
が
、
一
定
の
価
値
を
も
ち
う
る
可
能
性

が
出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

川
中　

そ
う
い
う
危
機
意
識
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
た
と
え
ば
あ
っ
ち
の
村
で
「
道
の

駅
」
が
流
行
っ
た
か
ら
、
う
ち
の
村
で
も

同
じ
よ
う
な
商
品
開
発
を
や
ろ
う
！
み
た

い
な
こ
と
も
起
き
る
。
し
か
し
、
振
れ
幅

が
大
き
す
ぎ
て
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
と

の
連
続
性
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

多
々
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て

「
変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
」
と
は
一
体

何
だ
ろ
う
？
と
よ
く
考
え
ま
す
。

新
川　

そ
れ
を
守
る
た
め
に
、
外
の
知
恵

を
ど
ん
ど
ん
借
り
る
と
い
う
こ
と
も
可
能

に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
自
分
自
身
の
暮
ら

し
や
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
条
件
ま
で

を
否
定
し
て
し
ま
う
と
、
あ
る
意
味
で
は

根
無
し
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
内
と
外
」

と
い
う
構
図
も
消
え
て
し
ま
う
。
「
よ
そ

者
」
と
い
う
刺
激
は
大
切
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
本
当
に
地
域
を
つ
く
っ
て
い
る
担

い
手
が
、
自
分
の
暮
ら
し
を
そ
こ
で
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
が
前
提
に
な
け
れ
ば
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

川
中　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
「
よ
そ
者
」
と

し
て
関
わ
る
際
に
は
、
地
域
の
こ
と
を
よ

く
知
っ
て
い
る
「
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
」
が

大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
よ
い
プ
レ
イ

ヤ
ー
が
中
心
に
な
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
が
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
い
う
の
は
地
域
の

な
か
で
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

む
し
ろ
、
そ
う
い
う
人
の
こ
と
も
よ
く

知
っ
て
い
て
、「
よ
そ
者
」
と
う
ま
く
結

び
つ
け
て
く
れ
る
よ
う
な
力
を
も
っ
た
人

が
、
大
き
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
多
い
。

―
―
ご
自
身
が
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
「
よ

そ
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
得

ら
れ
た
気
づ
き
は
あ
り
ま
す
か
？

川
中　

当
た
り
前
で
す
が
、
ま
ず
感
じ
る

の
は
そ
の
場
所
に
特
有
の
「
居
心
地
の
悪

さ
」
で
す
。
で
も
、
私
は
そ
れ
を
と
て
も

大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い

町
内
会
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
へ
、

そ
し
て
組
織
の
時
代
の
終
わ
り
？

「
よ
そ
者
」を

う
ま
く
使
う
た
め
に
は
？

「
内
な
る
よ
そ
者
た
ち
」に

目
を
向
け
、耳
を
傾
け
る
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う
と
、
こ
の
「
居
心
地
の
悪
さ
」
を
地
域

の
ほ
か
の
誰
か
も
感
じ
て
い
る
に
違
い
な

い
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
若
者
か

も
し
れ
な
い
し
、
新
し
い
住
民
や
在
日
外

国
人
か
、
女
性
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

そ
の
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
て
い
る
人
だ

け
で
な
く
、
私
の
目
か
ら
見
て
「
あ
、
こ

の
人
面
白
い
」
と
思
う
よ
う
な
人
を
見
つ

け
る
役
割
も
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

固
定
化
さ
れ
た
関
係
の
な
か
で
、「
あ
い

つ
は
、
こ
う
い
う
や
つ
だ
よ
ね
」
み
た
い

な
認
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
を
、

「
面
白
い
」
と
言
う
。

―
―
ど
ち
ら
も
、「
内
な
る
他
者
」
と
い
う
か
、

同
質
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
な
か
に
異
質
な
も
の
を
見
つ
け
て
、
当
た
り

前
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
変
え
る
役
割
で
す
ね
。

川
中　

社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で

「
周
縁
化
」
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
と
い
う

の
は
、
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
に
い
ち
ば
ん

気
づ
き
や
す
い
存
在
で
も
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
非
正
規
雇
用
者
や

在
日
外
国
人
た
ち
に
と
っ
て
の
生
き
づ
ら

さ
が
、
こ
の
社
会
の
課
題
を
よ
り
は
っ
き

り
と
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
示
さ

れ
た
課
題
と
向
き
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

デ
ザ
イ
ン
の
実
践
が
大
切
で
す
ね
（
図
２
）。

新
川　

そ
う
い
う
「
差
別
」
の
構
造
を
、

私
た
ち
自
身
が
再
生
産
し
つ
づ
け
て
い
る
。

そ
し
て
、
自
分
も
「
周
縁
化
」
さ
れ
た
ひ

と
り
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
考
え
た

と
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
つ
く

り
変
え
る
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
言
い
方
と
し
て
は
あ
ま
り

好
き
で
は
な
い
の
で
す
が
、
社
会
的
包
摂

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
）
と
い

う
の
は
た
ぶ
ん
、
そ
う
い
う
考
え
方
な
の

で
し
ょ
う
。

川
中　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
と
い

う
と
一
般
的
に
す
ぐ
地
域
の
人
た
ち
を
集

め
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
り
ま
し
ょ

う
、
み
た
い
な
感
じ
に
な
る
ん
で
す
が

（
笑
）、「
は
い
、
何
か
し
ゃ
べ
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
言
わ
れ
て
も
声
を
出
せ
な
い
人

は
多
く
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
こ

の
場
に
来
ら
れ
な
い
人
は
誰
な
の
か
？
と

い
う
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
話
し
合
う

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。

―
―
い
わ
ば
不
在
者
が
い
ち
ば
ん
の
他
者
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

川
中　

そ
の
通
り
で
す
。
そ
の
存
在
を
想

像
す
る
の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
が
、

今
は
本
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
じ
て
多
く
の
当
事
者
が
一
次
情
報
を

出
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
少

な
く
と
も
そ
う
い
う
も
の
を
探
し
て
向
き

合
っ
て
い
く
感
性
が
大
切
で
し
ょ
う
。
同

時
に
、
話
す
こ
と
に
価
値
が
お
か
れ
す
ぎ

て
い
る
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観

も
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
会
議
で
自
分
の
考
え
を
う
ま

く
話
す
だ
け
で
は
、
話
し
手
の
中
で
何
も

変
化
し
な
い
。
む
し
ろ
、
ほ
か
の
人
の
意

見
を
聞
い
て
「
あ
、
そ
の
考
え
が
あ
る
の

か
」
と
な
っ
た
と
き
、
初
め
て
人
は
変
わ

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
話
し
合
い
の
意
味

も
出
て
く
る
。
話
す
こ
と
で
は
な
く
、
聴

く
こ
と
を
重
視
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
ど
う
つ
く
っ
て
い
く
か
。
そ
れ
が
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
同
志
社
大
学
大
学
院
総
合
政
策
科
学
研
究

科
と
Ｃ
Ｅ
Ｌ
（
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
）
の
教
育
研
究
協
力
協
定
に
よ
り

２
０
１
０
年
に
開
講
し
、
お
ふ
た
り
が
講
師
を

務
め
て
お
ら
れ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ

ン
論
研
究
」
講
座
に
つ
い
て
お
話
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。
こ
こ
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
負
の

側
面
に
も
目
を
向
け
、
異
分
野
を
横
断
し
、
実

践
者
と
研
究
者
が
混
じ
り
合
い
な
が
ら
企
画
・

運
営
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
講
座
を
組
み

立
て
て
き
た
、
新
川
先
生
な
ら
で
は
の
理
念
が

色
濃
く
に
じ
み
出
た
画
期
的
な
試
み
だ
と
思
い

ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

新
川　

単
に
講
義
を
す
る
、
講
義
を
聴
く

と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
自
身

も
学
生
と
共
に
学
び
と
っ
て
い
く
こ
と
の

で
き
る
機
会
を
つ
く
り
た
い
と
思
い
、
始

め
ま
し
た
。
理
想
と
し
て
は
、
学
生
が
先

生
と
な
り
、
先
生
が
学
生
に
も
な
れ
る
よ

う
な
場
。
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
研
究
者
だ
け
で

な
く
実
践
者
の
方
に
も
多
く
入
っ
て
い
た

だ
い
て
、
実
務
に
即
し
た
議
論
を
活
発
に

し
て
い
く
。
実
際
、
特
に
学
生
た
ち
と
実

践
者
の
方
た
ち
の
素
朴
な
や
り
取
り
の
な

か
に
、
私
自
身
が
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ

た
真
実
を
発
見
す
る
こ
と
も
多
く
、
す
ご

く
勉
強
に
な
る
な
と
思
い
な
が
ら
授
業
を

つ
く
っ
て
い
ま
す
。

―
―
建
築
や
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
多
文
化
共

生
な
ど
、
扱
わ
れ
る
テ
ー
マ
も
多
彩
で
す
ね
。

新
川
達
郎

に
い
か
わ
・
た
つ
ろ
う

同
志
社
大
学
大
学
院
総

合
政
策
科
学
研
究
科
教

授
。
１
９
５
０
年
生
ま

れ
。
愛
媛
県
松
山
市
で

育
つ
。
専
門
は
地
方
自

治
論
・
行
政
学
・
公
共
政
策
論
。
東
北
大
学
大
学

院
情
報
科
学
研
究
科
助
教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
代
表
理
事
。
編
・
著
書
に
『
地

域
力
を
高
め
る
こ
れ
か
ら
の
協
働
』（
第
一
法
規
）、

『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
と
地
方
自
治
体
再
編
』（
ぎ
ょ

う
せ
い
）
な
ど
が
あ
る
。

川
中
大
輔

か
わ
な
か
・
だ
い
す
け

龍
谷
大
学
社
会
学
部
講

師
／
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ

共
育
企
画
代
表
／
日
本

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教

育
フ
ォ
ー
ラ
ム
運
営
委

員
・
事
務
局
長
。
１
９
８
０
年
、
神
戸
市
生
ま
れ
。

１
９
９
８
年
か
ら
青
少
年
支
援
、
環
境
・
ま
ち
づ

く
り
・
市
民
活
動
支
援
の
活
動
に
取
り
組
み
、

２
０
０
３
年
に
「
市
民
と
し
て
の
意
識
と
行
動
力
」

を
育
む
学
び
の
場
を
つ
く
る
「
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ

共
育
企
画
」
を
設
立
。
全
国
各
地
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
て
い
る
。
共
著
に
『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
教
育
で
創
る
学
校
の
未
来
』（
東
洋
館
出
版
社
）

な
ど
が
あ
る
。

注＊
1	

共
同
体
内
に
お
け
る
結
び
つ
き
や
会
合
で
、
相
互
扶

助
や
共
同
作
業
を
そ
の
目
的
と
し
た
。

＊
2	

民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
概
念
で
、

ケ
は
ふ
だ
ん
通
り
の
日
常
、
ハ
レ
は
祭
礼
や
行
事
な
ど

の
特
別
な
日
を
指
す
。

川
中　

一
見
し
て
ま
っ
た
く
違
う
研
究
分

野
、
実
践
分
野
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
つ

な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
「
あ
そ

こ
で
も
、
こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が

議
論
さ
れ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を

知
り
、
と
て
も
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
と
い
う

と
ス
キ
ル
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
話
に
な
り
が

ち
で
す
が
、
何
を
実
現
し
た
い
の
か
に
つ

い
て
議
論
す
る
場
が
意
外
に
少
な
か
っ
た

り
し
ま
す
。
こ
う
い
う
場
で
実
践
者
と
研

究
者
が
出
会
う
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
の
よ
り
本
質
的
な
部
分

に
目
を
向
け
る
よ
い
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。

新
川　

た
と
え
ば
、
よ
く
「
次
の
世
代
の

こ
と
を
考
え
て
」
と
か
「
持
続
可
能
な
や

り
方
で
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
な
さ
れ
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
疑
い
や
批
判
も
な
く
、

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き

し
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン

を
考
え
た
と
き
、
こ
う
い
う
反
省
と
か
内

省
と
い
っ
た
営
み
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

川
中　

人
間
の
弱
い
部
分
や
傷
つ
い
て
い

る
部
分
を
互
い
に
見
せ
合
い
な
が
ら
、

「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
よ
う
か
」
と
支
え
合

え
る
よ
う
な
社
会
を
目
指
す
べ
き
と
考
え

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
が
教
え
て
い

る
学
生
の
ひ
と
り
が
今
、
卒
論
を
書
い
て

い
て
、
そ
の
テ
ー
マ
が
「
ひ
と
り
ぼ
っ

ち
」
の
価
値
み
た
い
な
も
の
だ
と
い
う
の

で
す
。
つ
な
が
り
が
大
切
だ
と
か
、
コ

2000年代以降、急激に分断の進む社会――その
周縁にあって課題を抱えた層は、いよいよ排除や
攻撃の対象にされつつある。NPOをはじめとする
新たなコミュニティ・デザイン構築に対する期待は
大きい。出典／川中大輔「「市民による社会貢献」
と社会的企業」（2018年）

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
居
場
所
が
大
切
だ
と
か
、

そ
れ
を
言
わ
れ
る
の
が
腹
立
た
し
い
の
だ

そ
う
で
す
（
笑
）。
本
人
は
課
題
が
あ
っ

て
も
な
か
な
か
声
に
出
せ
な
い
か
ら
、
お

せ
っ
か
い
に
見
え
て
も
関
わ
っ
て
い
く
こ

と
が
必
要
な
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ

れ
に
対
す
る
反
発
も
当
然
あ
る
わ
け
で
す
。

だ
と
す
る
と
、
や
は
り
「
ひ
と
り
ぼ
っ

ち
」
の
価
値
も
含
め
、
本
人
の
意
思
表
示

も
最
大
限
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た

「
間
合
い
」
に
も
敏
感
で
あ
り
た
い
も
の

で
す
。

新
川　

現
実
に
、
私
た
ち
は
何
か
コ
ミ
ュ

ナ
ル
（
共
同
社
会
的
）
な
共
通
性
が
な
け

れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
し
、
い
つ
も
ど
こ

か
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
関
わ
ら
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。
だ
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
、
壊
れ
、
毎

日
つ
く
り
な
お
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
方

が
、
実
態
に
合
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
一

方
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
支
配
者
に
と
っ

て
都
合
の
よ
い
支
配
の
道
具
に
も
な
り
え

ま
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
が
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
選
び
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
個
人

の
顔
が
見
え
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
危
う

さ
と
と
も
に
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

い
っ
た
個
人
の
選
択
ま
で
も
含
め
た
大
き

な
意
味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

今
は
思
っ
て
い
ま
す
。

流
行
に
終
わ
ら
な
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
を

目
指
し
て

同志社大学大学院総合政策科学研究科とCELの教育研究協力協定による連携講座「コミュニティ・デザイン論研究」では、毎回、
激変するコミュニティの最前線と切り結ぶ実践者や研究者を講師に迎え、問題解決への知を共有する試みが続けられている。

撮影／山口洋典

―
―
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
を
批
判
的
に
検
討

し
、
新
し
く
創
造
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
を
起
動
す
る
ヒ
ン
ト
を
、
お

ふ
た
り
か
ら
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本

日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

█図2：コミュニティ・デザインは
　　　  攻撃と排除を越えられるか？

2000年代以前

2000年代以降

課題をかかえた層

NPO

アドボカシー
（支持・代弁）

社会政策

政治・
官僚不信

攻撃と排除

社会的排除の深化と
社会分断の進行

偏
見
・
嫌
悪

崩壊／分解／
脆弱化した中間層
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は
じ
め
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
活
発
化
す
る
「
関
係
人
口
」
論
議

本
稿
が
テ
ー
マ
と
す
る
「
関
係
人
口
」
は
、「
新
語
」

で
は
あ
る
が
急
速
に
世
の
中
に
拡
が
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
政
府
会
議
に
お
け
る
首
相
挨
拶
や
新
聞
紙
上
に
も
登

場
す
る
用
語
で
あ
る
。

前
者
に
関
し
て
は
、
地
方
創
生
の
新
し
い
方
針
を
決
め

た
会
議
に
お
い
て
、
安
倍
総
理
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。

「
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
―
―
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
例
え

ば
、
週
末
の
地
方
で
の
兼
業
・
副
業
な
ど
、
関
係
人
口
の

創
出
・
拡
大
に
よ
っ
て
、
将
来
的
な
地
方
移
住
に
つ
な
げ

る
こ
と
や
、
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
活
用
促
進
に
よ
る
、

地
方
の
魅
力
を
一
層
高
め
て
い
く
取
組
な
ど
の
政
策
を
通

じ
て
、
地
方
へ
の
人
・
資
金
の
流
れ
を
重
層
的
な
形
で
も
っ

と
太
い
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
―
―
」

（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
会
議
、
２
０
１
９
年
６
月
11
日
）

ま
た
、
後
者
の
例
と
し
て
、「
日
本
経
済
新
聞
」
の
最

近
の
社
説
が
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。

「
政
府
は
地
方
創
生
の
第
２
期
と
し
て
２
０
２
０
年
度
か

ら
５
年
間
の
基
本
方
針
を
決
め
た
。
都
市
に
住
み
な
が
ら

地
方
に
か
か
わ
る
「
関
係
人
口
」
を
増
や
し
、
交
流
に

よ
っ
て
活
性
化
す
る
こ
と
を
柱
に
す
る
。
東
京
一
極
集
中

の
是
正
と
い
う
課
題
を
直
視
す
る
の
を
避
け
た
形
で
、

も
っ
と
正
面
か
ら
東
京
一
極
集
中
に
向
き
合
う
必
要
が
あ

る
」（
２
０
１
９
年
６
月
24
日
）

こ
れ
ら
の
例
か
ら
わ
か
る
の
は
、
新
語
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
賛
否
を
分
か
つ
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
今
後
、
ま
す
ま
す
議
論
を
呼
び
つ
つ
、
普
及
し
て

い
く
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
「
現

代
的
キ
ー
ワ
ー
ド
」
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
言
葉

の
意
味
、
背
景
や
意
義
、
そ
し
て
政
策
的
課
題
に
つ
い
て
、

ま
と
め
て
み
た
い
。

関
係
人
口
と
そ
の
背
景

「
関
係
人
口
」
と
い
う
言
葉
を
、
定
義
し
つ
つ
、
使
い
始

め
た
の
は
『
月
刊
ソ
ト
コ
ト
』
編
集
長
の
指さ

し
で出
一か

ず
ま
さ正
氏
で

あ
る
。
氏
は
、
空
き
家
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
み
な

が
ら
進
め
る
新
潟
県
十
日
町
市
の
若
者
建
築
集
団
な
ど
の

ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
す
る
若
者
を
紹
介
し
、「
関
係
人
口

と
は
、
言
葉
の
と
お
り
『
地
域
に
関
わ
っ
て
く
れ
る
人

口
』
の
こ
と
。
自
分
の
お
気
に
入
り
の
地
域
に
週
末
ご
と

に
通
っ
て
く
れ
た
り
、
頻
繁
に
通
わ
な
く
て
も
何
ら
か
の

形
で
そ
の
地
域
を
応
援
し
て
く
れ
る
よ
う
な
人
た
ち
」

（『
ぼ
く
ら
は
地
方
で
幸
せ
を
見
つ
け
る
』
ポ
プ
ラ
社
、

２
０
１
６
年
）
と
し
た
。
そ
し
て
、「
い
く
つ
か
の
地
域
で

は
そ
う
し
た
関
係
人
口
が
目
に
見
え
て
増
え
て
い
る
」
と

も
論
じ
て
い
る
（
同
書
）。
編
集
長
自
ら
の
そ
の
よ
う
な

認
識
か
ら
『
ソ
ト
コ
ト
』
誌
は
、
18
年
２
月
号
と
19
年
３

月
号
の
２
回
、「
関
係
人
口
特
集
」
を
企
画
し
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
も
こ
の
概
念
は
拡
が
っ
て
い
る
。

そ
の
現
実
を
次
の
表
（
図
１
）
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

い
ず
れ
も
内
閣
府
の
世
論
調
査
結
果
に
よ
り
、
農
山
漁
村

に
対
す
る
国
民
意
識
と
そ
の
変
化
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

表
の
①
で
は
、
農
山
漁
村
地
域
へ
の
定
住
願
望
を
尋
ね
て

い
る
が
、
男
女
と
も
、「
定
住
願
望
が
あ
る
」
と
い
う
回

答
が
増
大
し
て
お
り
、
特
に
20
歳
代
男
性
で
は
、
14
年
に

は
47
％
以
上
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
②
は
農
村
地
域
の
維
持
活
動
へ
の
意
識
を
見
た

も
の
で
あ
り
（
設
問
は
「
農
業
の
停
滞
や
過
疎
化
・
高
齢
化
な

ど
に
よ
り
活
力
が
低
下
し
た
農
村
地
域
に
対
し
て
、
あ
な
た
は

ど
の
よ
う
に
関
わ
り
た
い
で
す
か
」
と
い
う
も
の
）、
男
女
共

通
し
て
「
協
力
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
」
が
7
ポ
イ
ン
ト

も
増
加
し
て
、「
農
村
離
れ
」
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

20
歳
代
の
男
子
に
限
定
す
れ
ば
、
全
く
逆
に
、「
積
極
的

に
維
持
活
動
に
協
力
し
た
い
」
が
約
10
ポ
イ
ン
ト
も
増
加

し
て
お
り
、
彼
ら
の
農
村
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
の
増
大
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
先
の
定
住
願
望
の
大
き
さ
と
重
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
人
々
の
意
識
、
特
に
若
者
に
は
、
地
域

へ
の
「
関
わ
り
」
に
対
す
る
新
し
い
意
識
や
多
様
化
が
生

じ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。

第
1
に
、
大
状
況
と
し
て
、
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

の
多
様
化
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
政
府
の
重
要
文
書
に
も
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
社
会
の
成
熟
化
に
伴
い
国

民
の
価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
る
。
国
際
化
の
中
で
競
争

に
勝
ち
抜
き
経
済
的
豊
か
さ
を
目
指
す
『
経
済
志
向
』、

自
然
や
地
域
に
根
付
い
た
生
活
に
よ
り
金
銭
に
換
算
で
き

な
い
豊
か
さ
を
求
め
る
『
生
活
志
向
』
等
働
き
方
や
生
き

方
に
つ
い
て
様
々
な
価
値
観
に
基
づ
く
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
実
現
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
」（「
第
二
次
国

土
形
成
計
画
」、
２
０
１
５
年
）。
こ
の
点
は
、
す
で
に
言
い

尽
く
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
に
、
若
者
の

多
様
な
生
き
方
、
暮
ら
し
方
の
一
部
に
、
地
域
と
の
さ
ま

ざ
ま
な
「
関
係
」
を
求
め
る
価
値
観
が
出
て
き
て
い
る
点

は
新
し
い
傾
向
と
い
え
る
。　

第
2
に
、
こ
の
「
関
係
」
に
関
わ
り
、
そ
の
手
段
と
し

て
の
情
報
通
信
技
術
の
進
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
地
元
か
ら

多
数
の
地
域
情
報
が
、
日
々
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
発
信
さ

れ
て
い
る
。
地
震
や
水
害
の
被
災
地
か
ら
の
支
援
要
請
の

情
報
は
も
ち
ろ
ん
、「
空
き
家
改
修
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募

集
」
な
ど
は
地
域
情
報
の
定
番
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
地
域
が
利
用
す
る
当
た

り
前
の
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
I
Ｃ
Ｔ
時

代
の
産
物
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
第
3
に
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
要
素
を
外
的
条

件
と
し
て
、「
関
わ
り
価
値
」
の
発
生
が
指
摘
で
き
る
。

全
般
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
の
な
か
で
、
地
域

や
そ
こ
に
住
む
人
々
と
関
係
を
持
つ
こ
と
に
意
義
を
見
い

だ
す
人
々
、
特
に
若
者
が
生
ま
れ
て
い
る
。
先
の
指
出
氏

は
、
あ
る
講
演
会
で
「
若
者
は
関
係
を
創
る
た
め
に
お
金

①農山漁村地域の定住願望の有無　（単位：％）

注 １／資料＝内閣府世論調査
　 　  （2005年「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」、
　  　  2008 年「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」、
　  　  2014 年「農山漁村に関する世論調査」）
　 ２／いずれの問いも「わからない」などの表示は省略した
　 ３／①は都市地域居住者への質問

█図1：国民の農山漁村に対する意識の変化（内閣府世論調査結果）

定住願望がある
（「どちらかというとある」を

含む）

定住願望はない
（「どちらかというとない」を

含む）
どちらともいえない

2005
年

2014
年 増減 2005

年
2014

年 増減 2005
年

2014
年 増減 合計

女性 16.3 26.7 10.4 80.9 69.9 -11 2.5 2.5 0.0 100.0

男性 25.7 36.8 11.1 70.4 60.2 -10.2 3.5 2.2 -1.3 100.0

うち
20歳代 34.6 47.4 12.8 63.5 47.4 -16.1 1.9 2.6 0.7 100.0

②農作業や環境保全活動・お祭りなどの伝統文化の維持活動について　（単位：％）

積極的に維持活動に
協力したい

機会があれば
維持活動に協力したい

協力したいとは
思わない

2008
年

2014
年 増減 2008

年
2014

年 増減 2008
年

2014
年 増減 合計

女性 17.8 15.7 -2.1 63.9 58.4 -5.5 9.9 16.9 7.0 100.0

男性 19.0 18.3 -0.7 60.8 54.5 -6.3 12.9 20.1 7.2 100.0

うち
20歳代 13.4 22.9 9.5 64.7 60.0 -4.7 19.3 17.1 -2.2 100.0

ハ
ー
ド
ル
の
高
い「
移
住
」で
も
な
く
、
一
過
性
の「
観
光
客
」で
も
な
い

い
わ
ば
第
3
の
人
口
と
も
い
え
る「
関
係
人
口
」と
い
う
考
え
方
に
今
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

離
れ
て
い
て
も
、
あ
る
地
域
に
愛
着
を
感
じ
、
応
援
し
、
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る

多
様
な
か
た
ち
を
有
す
る「
関
係
人
口
」は
、
今
後
、
都
市
と
農
村
が
共
生
す
る

新
た
な
社
会
へ
導
く
も
の
と
な
り
得
る
の
か
？　
背
景
や
そ
の
可
能
性
を
考
察
し

新
た
な
よ
そ
者
像
と
し
て
の
未
来
へ
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
。

「
関
係
人
口
」と
は
何
か
？

――
そ
の
背
景・意
義・可
能
性

小
田
切
徳
美

O
dagiri Tokum

i

お
だ
ぎ
り
・
と
く
み

１
９
５
９
年
、
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
明
治
大
学
農
学
部
教
授
。
東
京
大
学
大

学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
東
京
大
学
大
学
院

助
教
授
な
ど
を
経
て
、
２
０
０
６
年
よ
り
現
職
。
日
本
学
術
会
議
会
員
、
日

本
地
域
政
策
学
会
会
長
、ふ
る
さ
と
づ
く
り
有
識
者
会
議
座
長
（
内
閣
官
房
）、

国
土
審
議
会
委
員
（
国
土
交
通
省
）、
過
疎
問
題
懇
談
会
委
員
（
総
務
省
）、

今
後
の
農
林
漁
業
・
農
山
漁
村
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
座
長
（
全
国
町

村
会
）
な
ど
を
兼
任
。
著
書
・
編
著
に
『
農
山
村
は
消
滅
し
な
い
』（
岩
波

書
店
）、『
世
界
の
田
園
回
帰
』（
共
編
著
、
農
文
協
）、『
内
発
的
農
村
発
展

論
』（
共
編
著
、
農
林
統
計
出
版
）
な
ど
多
数
。
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を
使
う
こ
と
が
当
た
り
前
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
」
と
端

的
に
表
現
し
て
い
る
。
同
義
反
復
で
は
あ
る
が
、
地
域
と

関
わ
り
を
持
つ
こ
と
自
体
の
価
値
を
、
あ
え
て
「
関
わ
り

価
値
」
と
呼
べ
ば
、
そ
の
高
価
値
化
を
確
認
で
き
る
時
代

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

関
係
人
口
の
意
義

こ
の
よ
う
な
「
関
係
人
口
」
の
概
念
に
は
、
大
き
な
意

義
が
あ
る
。
そ
の
説
明
の
た
め
に
も
、
概
念
図
（
図
２
・

筆
者
は
「
関
係
人
口
チ
ャ
ー
ト
」
と
呼
ぶ
）
を
作
成
し
、「
関

係
人
口
」
の
見
え
る
化
を
試
み
た
い
。
縦
軸
に
地
域
へ
の

「
関
心
」
の
程
度
を
取
り
、
横
軸
に
「
関
与
」
を
取
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
関
係
人
口
の
「
関
係
」
を
、「
関
心
」

と
「
関
与
」
に
分
解
し
て
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
関
係
人
口
の
存
在
領
域
は
、
図
の
グ
レ
ー

の
枠
組
み
の
部
分
と
な
る
。
関
心
も
関
与
も
な
い
「
無
関

係
人
口
」
は
も
ち
ろ
ん
、
強
い
関
心
を
持
ち
す
で
に
移
住

し
た
者
は
そ
れ
に
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
観
光
の
た
め
、

一
過
的
に
地
域
を
訪
問
し
た
者
は
「
無
関
係
人
口
」
に
含

ま
れ
て
い
る
。
関
係
人
口
が
し
ば
し
ば
、「
観
光
人
口
を

超
え
、
定
住
人
口
未
満
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
状
況
を
図
示
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
関
係
人
口
認
識
に
は
、
地
方
創
生
の
な

か
で
注
目
さ
れ
て
い
る
地
方
移
住
（
田
園
回
帰
）
が
生
じ

る
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
移

住
者
の
実
態
を
つ
ぶ
さ
に
見
れ
ば
、
人
々
の
地
域
へ
の
関

わ
り
は
段
階
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
観
光
と
し
て
の
訪

問
を
契
機
と
し
て
、
①
地
域
の
特
産
品
の
継
続
的
な
購
入

→
②
地
域
へ
の
寄
付
→
③
頻
繁
な
訪
問
→
④
地
域
で
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
→
⑤
二
地
域
居
住
→
⑥
移
住
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
を
経
る
人
が
い
る
。
先
に
掲
げ
た
図
2
は
そ
れ
も

示
し
て
お
り
、
階
段
状
の
プ
ロ
セ
ス
（
筆
者
は
「
関
わ
り
の

階
段
」
と
呼
び
た
い
）
を
経
て
、
移
住
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
政
策
的
に
は
、
次
の
こ
と
も
導
か
れ

る
。
第
１
に
、
移
住
促
進
政
策
と
は
、
こ
の
階
段
を
上
り

サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
視
覚
的
に
わ
か
る
。

こ
の
階
段
を
踏
み
外
さ
ぬ
よ
う
、
き
め
細
か
い
対
応
が
必

要
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
特
産
品
を
購
入
し
た
者
に
対

し
て
、
地
域
の
た
め
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
や

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
を
丁
寧
に
案
内
す
る
の
は
、
有
効
な

手
段
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
第
２
に
、
田
園
回
帰
は
こ
の
関
係
人
口
の
厚

み
と
拡
が
り
の
な
か
で
生
ま
れ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
若
者
を
は
じ
め
と
す
る
多
彩
な
農
村
へ

の
関
わ
り
が
見
ら
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
の
形
と
し
て
移
住
者

が
生
ま
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
関
わ
り
の
階
段
」

を
上
る
人
々
の
裾
野
の
拡
が
り
が
な
け
れ
ば
、
田
園
回
帰

も
今
ほ
ど
活
発
化
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
冒
頭
で
見
た
日
本
経
済
新
聞

の
社
説
に
よ
る
、
関
係
人
口
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、「
東

京
一
極
集
中
の
是
正
と
い
う
課
題
を
直
視
す
る
の
を
避
け

た
形
」
だ
と
す
る
新
し
い
地
方
創
生
へ
の
批
判
に
当
た
っ

て
は
、
む
し
ろ
、
関
係
人
口
は
地
方
移
住
を
さ
ら
な
る
ト

レ
ン
ド
と
す
る
た
め
に
も
、
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
と
捉
え

直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
は
、
関
係
人
口
は
、
こ
の
よ
う
な
地
方
移

住
と
の
関
係
を
超
え
た
革
新
的
な
議
論
で
も
あ
る
。
そ
れ

は
、
ふ
た
つ
の
実
態
が
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
、
指
出
氏
が
活
写
し
た
関
係
人
口
の
諸
事
例

は
、「
関
わ
り
の
階
段
」
を
上
る
こ
と
に
必
ず
し
も
こ
だ

わ
り
を
持
た
な
い
人
々
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
同
じ
ス
テ
ッ
プ
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
移
住
な
ど
は
考

え
な
い
人
々
も
立
派
な
関
係
人
口
で
あ
る
。
ロ
ー
カ
ル

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
田
中
輝
美
氏
は
、
移
住
へ
の
過
度
の

誘
導
は
、
逆
に
「
定
住
し
な
く
て
は
地
域
に
か
か
わ
る
資

格
が
な
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
と
、
鋭
く
批
判

す
る
（
田
中
輝
美
『
関
係
人
口
を
つ
く
る
』
木
楽
舎
、

２
０
１
７
年
）。

ふ
た
つ
は
、「
関
わ
り
の
階
段
」
か
ら
、
意
図
的
に
外

れ
る
関
係
人
口
も
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
特
定
の
農
村
に
強
い
思
い
を
持
ち
な
が
ら
も
、

あ
え
て
そ
の
地
域
に
定
住
し
な
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
選

ぶ
若
者
群
で
あ
る
。
彼
ら
の
な
か
に
は
、
地
域
外
に
住
み
、

そ
の
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

す
る
者
も
い
る
。
先
の
図
2
で
は
、
図
中
の
上
部
に
位
置

し
、
と
き
に
は
右
上
の
「
移
住
」
か
ら
左
方
向
へ
移
動
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
最
近
で
は
、
し
ば
し
ば
「
風

の
人
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
名
前
が
付

く
ほ
ど
の
存
在
と
な
り
始
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
傾
向
を
含
め
て
、
地
方
の
地
域
へ
の

人
々
の
行
動
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
こ
の
関
係

人
口
概
念
は
有
効
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
生
ま
れ

る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

関
係
人
口
拡
充
の
た
め
の
政
策

こ
の
よ
う
に
関
係
人
口
は
、
地
域
の
多
様
な
「
応
援

団
」
と
し
て
、
ま
た
今
後
の
移
住
者
の
拡
大
の
た
め
に
も
、

さ
ら
な
る
増
大
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
を
促
進
す
る
た
め

に
は
ど
の
よ
う
な
政
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ふ
た
つ
の
省
庁
で
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を

紹
介
し
て
み
よ
う
。

第
１
に
、
総
務
省
に
設
置
さ
れ
た
「
こ
れ
か
ら
の
移
住
・

交
流
施
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」（
２
０
１
６
～
18

年
）
で
の
検
討
で
あ
る
。
そ
の
報
告
書
で
は
、「
地
域
や
地

域
の
人
々
と
多
様
に
関
わ
る
者
で
あ
る
『
関
係
人
口
』
に

着
目
し
、『
ふ
る
さ
と
』
に
想
い
を
寄
せ
る
地
域
外
の
人
材

と
の
継
続
的
か
つ
複
層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
人
材
と
『
ふ
る
さ
と
』
と
の

関
わ
り
を
深
め
、
地
域
内
外
の
連
携
に
よ
っ
て
自
立
的
で

継
続
的
な
地
域
づ
く
り
を
実
現
す
る
こ
と
が
重
要
」
で
あ

る
と
関
係
人
口
を
論
じ
て
い
る
（
中
間
報
告
、
２
０
１
７
年
４

月
）。
こ
の
文
書
は
、
お
そ
ら
く
、
政
府
関
係
で
は
じ
め
て

関
係
人
口
を
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
図
3
・
検
討
会
報

告
書
よ
り
期
待
さ
れ
る
役
割
に
つ
い
て
抜
粋
す
る
）。

「ふるさと住民票」に登録するとカードが発行され、日野町の場合には、公共
施設の住民料金での利用や、伝統行事やイベントへの案内、町の計画や政策
へのパブリックコメントへの参加などのサービスを受けることができる。

鳥取県日野町の「ふるさと住民票カード」 具
体
的
対
応
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
①
「
関
わ
り
の

階
段
」
を
意
識
し
た
段
階
的
な
移
住
・
交
流
の
支
援
、
②

地
域
に
思
い
を
寄
せ
る
関
係
人
口
の
受
け
皿
と
な
る
自
治

体
レ
ベ
ル
の
新
し
い
仕
組
み
、
③
中
間
支
援
組
織
な
ど
に

よ
る
①
や
②
な
ど
へ
の
サ
ポ
ー
ト
が
論
じ
ら
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
総
務
省
で
は
、
２
０
１
８
年
度
か

ら
関
係
人
口
モ
デ
ル
事
業
を
創
設
し
て
、
２
年
間
に
わ

た
り
そ
れ
ぞ
れ
30
自
治
体
に
よ
る
関
係
人
口
に
関
わ
る

事
業
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
蓄
積
さ
れ
た

ノ
ウ
ハ
ウ
や
課
題
が
今
後
の
政
策
形
成
に
活
か
さ
れ
る

こ
と
と
な
ろ
う
。

そ
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
市

町
村
に
よ
る
「
ふ
る
さ
と
住
民
票
」
の
試
み
で
あ
る
。
先

の
報
告
書
で
は
、「『
関
係
人
口
』
が
持
つ
、『
ふ
る
さ
と
』

の
地
域
づ
く
り
に
対
し
て
貢
献
し
た
い
と
い
う
想
い
を
受

█図3：「ふるさと」の地域づくりの役割と担い手の多様化

出典／総務省「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会報告書」より

今
後
の

期
待
で
き
る

潜
在
的
貢
献

国
民
全
体
で
支
え
る
責
務

行
き
来
す
る
者
「
風
の
人
」

地
域
内
に
ル
ー
ツ
が

あ
る
者
（
遠
居
）

何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
者

（
過
去
の
勤
務
や
居
住
、
滞
在
等
）

都市住民を含む 国民

・安全・安心な食料、
　水の供給

・国土保全

・都市住民を含む国 
   民が新しいライフス  
  タイルを実現する場

・多様で風格ある
　国づくりへの寄与

●日常生活機能、地域コミュニティ   
   機能の維持・確保
● 地域ならではの新しいビジネス・
　働き方の創出（地域住民）

農山漁村等の
「ふるさと」の地域づくり

（地域と地域の暮らしを支える取組）

地
域
内
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
者
（
近
居
）

ふ
る
さ
と
へ
の
想
い
を

受
け
止
め
る
新
た
な
仕
組
み

都市住民

█図2：関係人口の図式化と「関わりの階段」

無関係
（無関心・無関与）

関 与

関
心

強

強

弱

弱

特産品購入

地域での
ボランティア
活動

頻繁な訪問
寄付

（ふるさと納税）

二地域居住

移住

関わりの階段
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け
止
め
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
は
、
自
ら
の
団
体
の

『
関
係
人
口
』
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
地

域
と
継
続
的
な
つ
な
が
り
を
持
つ
機
会
を
提
供
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
」（
最
終
報
告
、
２
０
１
８
年
１
月
）
と

や
や
抽
象
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
報
告
書
以
前
よ
り
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
「
構
想
日

本
」
が
、「
ふ
る
さ
と
住
民
票
」
の
政
策
提
言
を
行
い

（
２
０
１
５
年
）、
す
で
に
鳥
取
県
日
野
町
を
は
じ
め
８
自

治
体
の
取
り
組
み
が
新
た
に
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
現
在
進
ん
で
い
る
実
験
的
実
践
を
通
じ
て
、

「
ふ
る
さ
と
住
民
」
の
具
体
的
関
わ
り
方
を
深
化
さ
せ
る

ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

そ
こ
に
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
将
来
的
に
は
「
ふ
る
さ
と

住
民
」
の
仕
組
み
を
国
レ
ベ
ル
の
制
度
と
す
る
の
か
否
か
、

さ
ら
に
進
ん
で
、「
ふ
る
さ
と
住
民
」
の
活
動
へ
の
国
レ

ベ
ル
の
何
ら
か
の
財
政
支
援
が
議
論
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
第
２
に
、
国
土
交
通
省
の
国
土
審
議
会
に
設
置

さ
れ
た
「
住
み
続
け
ら
れ
る
国
土
専
門
委
員
会
」
で
は
、

国
土
へ
の
人
々
の
新
し
い
関
わ
り
方
と
し
て
、
や
は
り
関

係
人
口
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
従
来
の
各
地

域
の
定
住
人
口
に
加
え
、
新
た
な
動
き
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
る
関
係
人
口
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
は
、
移
住
、
二

地
域
居
住
・
就
労
、
地
域
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
支
援

す
る
機
能
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
」（
同
専
門
委
員
会
報

告
書
、
２
０
１
８
年
）
と
し
て
、
そ
れ
を
「
つ
な
が
り
サ

ポ
ー
ト
機
能
」
と
名
付
け
、
整
理
し
た
。「
移
住
」
と

「
関
わ
り
」
の
両
者
に
、
つ
な
が
り
サ
ポ
ー
ト
の
強
化
と

い
う
共
通
す
る
課
題
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
よ
う

な
「
つ
な
が
り
サ
ポ
ー
ト
機
能
」
を
持
つ
組
織
を
市
町
村

段
階
―
―
全
国
段
階
で
整
備
す
る
必
要
を
提
言
し
て
い
る
。

具
体
的
な
政
策
化
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
公
共
政
策

の
領
域
の
な
か
に
「
つ
な
が
り
サ
ポ
ー
ト
」
の
促
進
と
い

う
新
し
い
テ
ー
マ
を
打
ち
立
て
た
意
義
は
小
さ
く
な
い
。

ふ
る
さ
と
納
税
と
関
係
人
口

話
題
と
な
っ
て
い
る
ふ
る
さ
と
納
税
も
、
関
係
人
口
と

は
無
関
係
で
は
な
い
。
先
の
図
2
に
お
け
る
、「
関
わ
り

の
階
段
」
で
も
、「
寄
付
（
ふ
る
さ
と
納
税
）」
と
い
う
ひ

と
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
示
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
昨
今
議
論
さ
れ
て
い

る
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
そ
れ

が
寄
付
者
（
関
係
人
口
）
と
地
域
と
の
関
係
の
持
続
化
ま

た
は
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
化
に
資
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で

の
評
価
が
重
要
と
な
る
。
寄
付
者
に
、
も
っ
ぱ
ら
格
安
で

の
商
品
購
入
と
い
う
意
識
が
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

こ
に
は
「
関
わ
り
の
階
段
」
は
成
立
し
て
い
な
い
。
実
際
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
経
験
者
の
な
か
に
は
、
産
品
（
牛
肉
、

カ
ニ
な
ど
）
は
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
の
寄
付
先
の
自
治

体
名
は
覚
え
て
い
な
い
者
も
い
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、

寄
付
者
と
寄
付
先
地
域
に
は
、
な
ん
ら
関
係
が
生
ま
れ
て

い
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
返
礼
品
を
媒
介
と
し
て
、
た
と
え
ば
、

寄
付
者
が
地
域
の
生
産
現
場
を
訪
れ
る
こ
と
に
誘
導
す
る

な
ど
、
よ
り
深
い
関
係
づ
く
り
を
段
階
的
に
促
進
す
る
よ

う
な
対
応
が
自
治
体
に
は
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
ふ
る

さ
と
納
税
の
「
関
係
人
口
論
的
運
用
」
が
で
き
る
か
否
か

が
、
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
、
関
係
人
口
と
そ
の
ス

テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を
強
く
意
識
し
て
、
運
用
し
て
い
る
自
治

体
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
海
道
上
士
幌
町
で
あ
る
。
同

町
へ
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
付
総
額
は
２
０
１
８
年
度
で

20
・
９
億
円
に
も
な
り
、
北
海
道
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で

あ
る
（
２
０
１
８
年
度
は
道
内
第
６
位
）。

こ
の
寄
付
額
の
大
き
さ
は
、
返
礼
品
（
ジ
ェ
ラ
ー
ト
ア

イ
ス
や
牛
肉
な
ど
）
の
魅
力
や
、
い
ち
早
く
ふ
る
さ
と
納

税
の
た
め
の
寄
付
金
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
対
応
を
可
能

と
し
た
こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加

え
て
、
資
金
を
育
児
支
援
に
集
中
投
資
す
る
こ
と
を
表
明

し
、「
ふ
る
さ
と
納
税
・
子
育
て
少
子
化
対
策
夢
基
金
条

例
」（
２
０
１
４
年
）
に
よ
り
、
新
た
な
基
金
を
創
設
し
た

こ
と
も
寄
付
者
の
共
感
を
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
基
金
に
よ

り
、
町
の
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
料
を
10
年
間
無
償
化
し
、

外
国
人
教
員
の
配
置
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の

園
の
園
児
数
は
持
続
的
に
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
２
０
１
８
年
度
に
は
、
新
た
に
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
型
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
、

そ
の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
「
起
業
家
支
援
」（
そ
ば
屋
の
開
業

経
費
支
援
）、「
移
住
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
」（
移
住
者

住
宅
の
改
装
）
を
掲
げ
、
特
に
前
者
に
は
２
３
８
件
、

３
０
９
・
５
万
円
の
寄
付
が
集
ま
り
、
18
年
12
月
に
は
移

住
者
が
開
業
を
実
現
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
寄
付
者
な
ど
を
対
象
に
、
東

京
で
の
「
ま
る
ご
と
見
本
市
」
の
開
催
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
2
0
1
8
年
で
４
回
目
と
な
り
、
約
１
０
０
０

人
の
来
訪
者
が
あ
り
、
特
に
移
住
相
談
コ
ー
ナ
ー
の
充
実

に
力
を
い
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寄
付
者
な
ど
か
ら
移
住
体

東京で開催された「上士幌まるごと見本市2018」では、特産品の無料試食
や移住・観光などの相談コーナー開設のほか、将来的に運行を目指す自動
運転バスの展示などもされ多くの人々でにぎわった。

右／上士幌町は韃靼（ダッタン）そばの産地にもかかわらず、数年前にそば屋が一軒もなくなってしまったことを
受け、起業家支援を開始。空き店舗を改修し、東京出身の移住者により営業が実現した。
上／北海道上士幌町では、認定こども園の保育料10年間無償化のほか、幼児期からの国際理解と異文化交流
を進めるため、ネイティブの外国語指導助手及び国際交流推進員の配置も行っている。

験
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
、
町
内
の
滞
在
期
間
中
は
、
町
の

生
涯
学
習
活
動
で
あ
る
「
生
涯
活
躍
か
み
し
ほ
ろ
塾
」
の

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
で
き
る
仕
組
み
は
、
地
域
住
民
と

の
交
流
の
場
の
形
成
と
い
う
効
果
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ベ
ー
ス
に
な
る
の
は
、
１
・
５
万
人
に
も
及

ぶ
寄
付
者
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
寄
付
後
の

つ
な
が
り
が
こ
う
し
た
か
た
ち
で
確
保
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
多
彩
な
関
係
人
口
づ
く
り
の
延

長
線
上
で
移
住
者
が
増
え
続
け
て
い
る
。
上
士
幌
町
の

人
口
は
、
14
年
末
に
４
８
８
４
人
で
ボ
ト
ム
と
な
り
、

そ
の
後
は
増
加
し
て
、
19
年
７
月
に
は
４
９
７
９
人
ま

で
回
復
し
て
い
る
。

お
わ
り
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
都
市
農
村
共
生
社
会
へ
―
―

本
稿
で
見
た
よ
う
に
、「
関
係
人
口
」
と
い
う
概
念
の

登
場
は
、
都
市
部
に
住
む
者
が
地
方
部
に
関
心
を
持
ち
、

何
ら
か
の
関
与
を
す
る
実
態
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
れ
を
、
国
土
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
考
え
れ
ば
、

国
民
レ
ベ
ル
で
の
都
市
と
地
方
（
農
村
）
と
の
接
近
を
意

味
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
見
ら
れ
る
社
会
の
閉

塞
状
況
は
、
と
も
す
れ
ば
人
々
の
分
断
を
生
み
だ
し
、
特

に
地
理
的
な
対
立
、
つ
ま
り
都
市
と
農
村
の
対
立
と
な
り

が
ち
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
関
係
人
口
の
存
在
は
、
そ
の

よ
う
な
対
立
を
超
え
て
、
両
者
が
共
生
す
る
社
会
を
草
の

根
的
に
創
造
す
る
、
ひ
と
つ
の
条
件
と
考
え
ら
れ
る
。

「
都
市
な
く
し
て
農
村
な
し
、
農
村
な
く
し
て
都
市
な
し
」

と
い
う
理
念
を
実
現
す
る
都
市
農
村
共
生
社
会
へ
の
入
り

口
を
関
係
人
口
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
達
が
関
係
人
口
を
意
識
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
が

こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
視
点
か
ら
も
、
今
後

も
関
係
人
口
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

「つながりサポート機能」の強化を図るために、民間企
業などの活用も検討されている。事例として、WILLER
㈱が運営するレストランバスや、（一社）ノオトが展開す
る古民家などの空き家再生と事業者マッチングの取り組
みとの連携などがあげられている。
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注
目
を
集
め
る
コ
ン
テ
ン
ツ
作
品
の「
聖
地
巡
礼
」

２
０
１
９
年
７
月
18
日
に
お
き
た
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
放
火
事
件
に
関
す
る
報
道
に
お
い
て
、
た
び
た
び
「
聖

地
巡
礼
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
。
こ
こ
で
い
う
聖
地

巡
礼
は
、
原
義
で
あ
る
宗
教
上
の
聖
地
を
巡
る
も
の
で
は

な
く
、
フ
ァ
ン
が
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
、
映
画
、
ゲ
ー
ム
等

の
コ
ン
テ
ン
ツ
作
品
の
舞
台
に
な
っ
た
場
所
を
訪
れ
る
行

為
を
指
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
こ
の
聖
地
巡
礼
に
つ
い
て
、
こ
の
10
年
以
上

に
わ
た
っ
て
調
査
研
究
を
続
け
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
事

件
後
、
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
聖
地
巡
礼
の
関
係
性
を

中
心
に
、
数
多
く
の
取
材
依
頼
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、

『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』『
ら
き
☆
す
た
』『
け
い
お
ん
！
』

『
氷
菓
』『
F
r
e
e
!
』『
響
け
！
ユ
ー
フ
ォ
ニ
ア
ム
』
な

ど
の
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
は
、
そ
の
舞
台
を
フ
ァ

ン
が
巡
る
聖
地
巡
礼
を
数
多
く
引
き
起
こ
し
て
き
て
い
る
。

筆
者
自
身
も
博
士
論
文
や
書
籍
の
中
で
事
例
と
し
て
、
京

ア
ニ
作
品
の
聖
地
を
分
析
し
て
き
た
。

ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
、
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

と
言
え
ば
、「
京
ア
ニ
ク
オ
リ
テ
ィ
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど

の
高
い
質
の
ア
ニ
メ
を
作
る
制
作
会
社
と
し
て
有
名
だ
。

た
だ
、
一
般
の
人
々
に
は
事
件
の
報
道
で
「
京
都
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
聞
い
た
だ
け
で
は
、
そ
の
価
値
の
高
さ

が
理
解
し
づ
ら
い
と
、
新
聞
記
者
や
テ
レ
ビ
の
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
は
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
よ
り
一
般
の

人
々
に
も
伝
わ
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
た
の
が
、「
聖
地

巡
礼
」
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

コ
ン
テ
ン
ツ
の
聖
地
巡
礼
が
一
般
の
人
々
に
広
く
認
知

さ
れ
た
の
は
、
２
０
１
６
年
に
公
開
さ
れ
た
『
君
の
名

は
。』（
新
海
誠
監
督
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ

れ
る
。
本
作
は
作
品
そ
の
も
の
が
大
ヒ
ッ
ト
す
る
と
と
も

に
、
フ
ァ
ン
が
作
品
に
描
か
れ
た
場
所
を
訪
れ
る
「
聖
地

巡
礼
」
に
つ
い
て
も
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
大
々
的
に
取
り

上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、「
聖
地
巡
礼
」
と
い
う
語

は
同
年
の
「
ユ
ー
キ
ャ
ン
新
語
・
流
行
語
大
賞
」
の
ト
ッ

プ
10
入
り
し
た
。

と
は
い
え
、
ア
ニ
メ
に
限
ら
ず
、
映
画
や
ド
ラ
マ
、
小

説
を
き
っ
か
け
に
観
光
を
行
う
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
珍
し
い

現
象
で
は
な
い
。
何
が
そ
ん
な
に
特
徴
的
で
注
目
に
値
す

る
の
か
。
本
稿
で
は
、
従
来
の
ロ
ケ
地
観
光
と
は
異
な
る

聖
地
巡
礼
の
特
徴
に
つ
い
て
、
訪
れ
る
フ
ァ
ン
と
当
該
地

域
の
関
係
を
中
心
に
解
説
し
た
い
。

ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
と「
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
」

ア
ニ
メ
の
舞
台
を
訪
れ
る
聖
地
巡
礼
の
起
源
に
は
諸
説

あ
る
。
た
と
え
ば
『
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
』

（
１
９
７
４
年
）
を
見
て
ス
イ
ス
に
観
光
旅
行
に
で
か
け
る

人
は
い
た
わ
け
で
、
そ
う
な
る
と
、
ア
ニ
メ
の
聖
地
巡
礼

も
40
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
「
ア

ニ
メ
の
舞
台
に
な
っ
た
場
所
を
訪
れ
る
」
と
い
う
意
味
に

捉
え
る
と
こ
う
し
た
事
例
も
含
ま
れ
て
く
る
が
、
現
在
の

ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
「
ネ
ッ
ト
を

用
い
た
旅
行
者
の
情
報
発
信
」
で
あ
り
、
そ
う
考
え
る
と
、

今
に
直
接
つ
な
が
る
聖
地
巡
礼
の
始
ま
り
は
１
９
９
０
年

代
前
半
に
求
め
ら
れ
る
。

聖
地
巡
礼
の
特
徴
と
し
て
、
旅
行
者
側
が
観
光
情
報
の

発
信
を
含
め
た
観
光
プ
ロ
セ
ス
を
形
作
っ
て
い
る
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ア
ニ
メ
の
背
景
と
し
て
描
か
れ
た
場
所
を
、

フ
ァ
ン
が
探
し
出
し
て
「
こ
こ
だ
！
」
と
同
定
す
る
の
だ
。

筆
者
は
こ
の
舞
台
を
探
し
出
す
フ
ァ
ン
を
「
開
拓
的
ア
ニ

メ
聖
地
巡
礼
者
」
と
呼
ん
で
い
る
。
多
く
の
作
品
で
は
、

ア
ニ
メ
の
背
景
に
ど
こ
を
用
い
た
の
か
は
明
示
さ
れ
な
い
。

物
語
内
で
は
、
現
実
の
場
所
の
名
前
と
は
異
な
る
名
前
が

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
元
々
そ
の
場
所
を
知
っ

て
い
る
場
合
は
別
と
し
て
、
一
見
し
て
ど
こ
の
風
景
を
モ

デ
ル
に
し
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
状
況
か
ら
、

様
々
な
手
掛
か
り
を
頼
り
に
、
ど
こ
が
舞
台
な
の
か
を
探

し
出
す
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
が
い
る
。

こ
の
時
、
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ア
ニ
メ
の

舞
台
に
な
っ
て
い
る
場
所
は
、
そ
も
そ
も
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
場
所
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
人

が
よ
く
知
る
富
士
山
や
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
な
ど
の
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
や
、
清
水
寺
や
伊
勢
神
宮
な
ど
の
観
光
地
と
い

う
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
日
常
的
な
風
景
や
住
宅

地
、
学
校
、
都
市
景
観
な
ど
が
用
い
ら
れ
や
す
い
。
た
と

え
ば
、『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
の
聖
地
の
一
つ
は
駅
の

駐
輪
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
多
く

の
人
は
特
定
で
き
な
い
場
所
を
「
発
見
」
す
る
の
だ
。
当

然
、
ア
ニ
メ
制
作
者
は
ロ
ケ
ハ
ン
を
行
っ
て
背
景
を
描
い

て
い
る
わ
け
な
の
で
、「
再
発
見
」
と
す
る
の
が
正
し
い

の
だ
が
、
公
式
サ
イ
ド
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
は
自
分
た
ち
の
力
で
見
つ
け
出
そ

う
と
す
る
。

こ
の
開
拓
的
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
者
は
、
単
に
舞
台
を
探

し
出
し
て
満
足
す
る
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
そ
の
情
報

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
発
信
す
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は

こ
れ
ま
で
多
数
の
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

を
実
施
し
て
き
た
が
、
な
か
に
は
１
９
８
０
年
代
の
パ
ソ

コ
ン
通
信
の
時
代
か
ら
、
作
品
の
舞
台
に
つ
い
て
の
情
報

交
換
を
し
て
い
た
と
い
う
人
も
い
た
。
筆
者
の
調
査
に
よ

る
と
、『
究
極
超
人
あ
～
る
』（
１
９
９
１
年
）、『
美
少
女
戦

士
セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
』（
１
９
９
２
年
）、『
天
地
無
用
！
魎

り
よ
う

皇お
う

鬼き

』（
１
９
９
２
年
）
な
ど
が
、
聖
地
巡
礼
が
行
わ
れ
た

初
期
の
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ネ
ッ
ト
上
に

発
信
さ
れ
た
聖
地
の
情
報
を
見
た
他
の
フ
ァ
ン
が
聖
地
巡

礼
を
行
う
。
筆
者
は
こ
の
フ
ァ
ン
を
「
追
随
型
ア
ニ
メ
聖

地
巡
礼
者
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
旅
行
者

側
が
発
信
し
た
情
報
に
駆
動
さ
れ
て
、
観
光
プ
ロ
セ
ス
が

回
り
始
め
る
の
が
特
徴
な
の
だ
。

『けいおん！』の聖地として一躍その存在を知られることになった、滋賀県犬上郡豊郷町にある豊
郷小学校旧校舎群（左下）と、作品内にたびたび登場する校舎内の階段（右下）、ファンが持ち寄っ
たグッズの数 （々上）。©かきふらい・芳文社／桜高軽音部

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
で
、
個
人
に
よ
る
情
報
発
信
が
あ
た
り
ま
え
の
時
代
が
到
来
し
、

地
域
の
観
光
資
源
は
従
来
の
絶
景
や
神
社
仏
閣
、
ハ
コ
モ
ノ
と
は
限
ら
な
く
な
っ
た
。

１
本
の
ア
ニ
メ
作
品
や
ゲ
ー
ム
、
１
冊
の
小
説
や
マ
ン
ガ
を
契
機
に
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
の
人
々
が
、

舞
台
と
な
る〝
聖
地
〟
―
―
多
く
は
観
光
地
で
は
な
い
地
域
の
、

こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ス
ポ
ッ
ト
へ
と
訪
れ
て
い
る
。

ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ら
で
は
の
強
い
磁
力
が
引
き
寄
せ
る「
よ
そ
者
」の
存
在
と
は
？

そ
こ
に
生
ま
れ
る
地
域
と
の
新
た
な
つ
な
が
り
を
、
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
考
え
る
。

新
た
な
コ
ミ
ュニ
ティ
を
創
造
す
る

「
聖
地
巡
礼
」の
面
白
さ

岡
本
健

O
kam

o
to Takeshi

お
か
も
と
・
た
け
し

１
９
８
３
年
、
奈
良
県
生
ま
れ
。
近
畿
大
学
総
合
社
会
学
部
総
合
社
会
学
科

准
教
授
。
２
０
０
７
年
、
北
海
道
大
学
文
学
部
卒
業
（
認
知
心
理
学
専
攻
）。

２
０
１
２
年
、
同
大
学
院
国
際
広
報
メ
デ
ィ
ア
・
観
光
学
院
観
光
創
造
専
攻

博
士
後
期
課
程
修
了
。
京
都
文
教
大
学
、
奈
良
県
立
大
学
の
教
員
を
経
て

２
０
１
９
年
か
ら
現
職
。
専
門
は
、
観
光
学
・
観
光
社
会
学
。
編
・
著
書
に

『
巡
礼
ビ
ジ
ネ
ス
』（
角
川
新
書
）、『
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
』（
福

村
出
版
）、『
ゾ
ン
ビ
学
』（
人
文
書
院
）
な
ど
が
あ
る
。
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そ
う
し
て
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
が
地
域
を
訪
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
地
域
住
民
は
ア
ニ
メ
作
品
に
自
地
域
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
場
合
す
ら
あ
る
。
こ
れ
は
作
品
や

地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
今
は
、
聖
地
巡
礼
や
後
述
の

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
特
に
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
の
初
期
の
事
例
で
は
、
旅

客
の
訪
問
は
地
域
住
民
に
と
っ
て
「
不
意
打
ち
」
的
に
な

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
河
ド
ラ
マ
や
朝
の
連

続
テ
レ
ビ
小
説
の
ロ
ケ
地
観
光
と
は
異
な
り
、
コ
ン
テ
ン

ツ
製
作
サ
イ
ド
や
行
政
が
、ロ
ケ
地
に
な
っ
た
こ
と
を
大
々

的
に
宣
伝
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
か
に
は
、
そ
の
こ
と
が
原
因
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ

た
ケ
ー
ス
や
、
特
に
地
域
振
興
に
発
展
し
な
か
っ
た
ケ
ー

ス
も
あ
る
が
、
少
な
く
な
い
地
域
で
、
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン

と
地
域
住
民
、
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
コ
ン
テ
ン

ツ
製
作
サ
イ
ド
も
協
働
し
、
観
光
・
地
域
振
興
に
発
展

し
た
。
こ
う
し
た
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
き
っ
か
け
に
し
た

旅
行
行
動
や
観
光
振
興
の
こ
と
を
「
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー

リ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
。

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が

地
域
に
も
た
ら
す
も
の

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
語
は
、
２
０
０
５
年

に
国
土
交
通
省
、
経
済
産
業
省
、
文
化
庁
が
共
同
で
出
し

地元とファンが一緒になって担がれている、久喜市鷲宮の土師祭恒例「らき☆す
た神輿」。©美水かがみ／らっきー☆ぱらだいす

『らき☆すた』の聖地である鷲宮神社に奉納された「表現物」としての“痛絵馬”（上）。
埼玉県久喜市にある鷲宮神社（中）と町内の寿司店にファンが持ち寄ったグッズの数々

（下）。©美水かがみ／らっきー☆ぱらだいす

た
「
映
像
等
コ
ン
テ
ン
ツ
の
制
作
・
活
用
に
よ
る
地
域
振

興
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
」
と
い
う
報
告
書
で
定
義
さ

れ
た
。
報
告
書
の
中
で
は
「
地
域
に
関
わ
る
コ
ン
テ
ン
ツ

（
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
小
説
、
マ
ン
ガ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
）
を

活
用
し
て
、
観
光
と
関
連
産
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
意

図
し
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
観

光
の
み
な
ら
ず
、
関
連
産
業
の
振
興
も
意
図
し
て
い
る
点

が
特
徴
的
だ
。

筆
者
は
、
こ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉

を
、
よ
り
広
い
意
味
で
用
い
て
い
る
。「
コ
ン
テ
ン
ツ
」

を
い
わ
ゆ
る
「
作
品
」
の
み
な
ら
ず
「
人
に
楽
し
さ
を
生

じ
さ
せ
う
る
情
報
」
と
捉
え
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
旅
行
や

観
光
振
興
を
包
摂
す
る
用
語
と
し
て
理
解
し
、
研
究
を

行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
現
場
で
は
、
経
済
効
果
や
入

込
客
数
だ
け
に
還
元
で
き
な
い
よ
う
な
地
域
側
の
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
コ
ン
テ
ン
ツ
が
無
け
れ

ば
出
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
人
々
が
む
す
び
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
た
な
ア
イ
デ
ア
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
創
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
プ
ロ
セ
ス
を
見
て
み
よ
う
。
ア
ニ
メ
の
聖
地

に
赴
く
と
、
聖
地
巡
礼
者
に
よ
る
様
々
な
「
表
現
物
」
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
地
に
設
置
さ
れ
た
聖
地
巡
礼

ノ
ー
ト
に
は
、
コ
メ
ン
ト
や
イ
ラ
ス
ト
が
書
き
込
ま
れ
て

い
る
。
記
述
を
見
る
と
、
遠
方
か
ら
何
度
も
訪
れ
て
い
る

人
や
、
海
外
か
ら
の
旅
客
も
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
聖
地

が
神
社
な
ど
の
場
合
は
、
絵
馬
に
ア
ニ
メ
の
絵
が
描
か
れ

た
〝
痛い

た

絵え

馬ま

〟
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
も
、
自
分

が
大
切
に
し
て
い
る
ア
ニ
メ
の
舞
台
に
来
た
こ
と
の
喜
び

が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
ア
ニ
メ
の
舞
台
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

コ
ス
プ
レ
を
し
て
く
る
人
や
、
車
に
ア
ニ
メ
の
イ
ラ
ス
ト

を
あ
し
ら
っ
た
〝
痛い

た

車し
や

〟
で
訪
れ
る
人
も
い
る
。
一
般
の

観
光
旅
行
で
は
、
旅
行
者
は
観
光
資
源
を
見
聞
き
す
る
、

と
い
う
「
情
報
入
力
」
を
す
る
こ
と
の
方
が
多
い
が
、
聖

地
巡
礼
者
は
、
様
々
な
表
現
、
つ
ま
り
「
情
報
出
力
」
を

す
る
旅
行
者
な
の
で
あ
る
。
今
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で

す
っ
か
り
当
た
り
前
に
な
っ
た
、「
情
報
発
信
す
る
旅
行

者
」
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
表
現
物
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
果
た
す
。

地
域
住
民
に
は
、
ア
ニ
メ
の
フ
ァ
ン
が
来
訪
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
と
し
て
機
能
し
、
同
じ
巡
礼
者
に
は
、
自

分
の
他
に
も
聖
地
巡
礼
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
い
る
こ
と

を
知
ら
せ
る
機
能
を
持
つ
。
地
域
住
民
の
中
に
は
興
味
を

持
ち
、
巡
礼
者
た
ち
に
話
し
か
け
る
人
が
出
て
く
る
。
そ

こ
で
、
巡
礼
者
た
ち
か
ら
ア
ニ
メ
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
作
品
を
視
聴
す
る
な
ど
し
て
、
自
地

域
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
巡
礼
者
の
中
に
は
、

フ
ァ
ン
同
士
あ
る
い
は
地
域
住
民
と
の
間
に
関
係
性
を
構

築
し
て
い
く
人
も
出
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
リ
ピ
ー

タ
ー
と
な
り
、
繰
り
返
し
そ
の
場
所
を
訪
れ
る
。

何
度
も
そ
の
場
所
を
訪
れ
て
い
る
う
ち
に
、
巡
礼
者
は

単
な
る
「
よ
そ
者
」
で
は
な
く
、
作
品
や
そ
の
地
域
を

「
自
分
事
」
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
作
品
や
地

域
の
魅
力
を
よ
り
多
く
の
人
々
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と

考
え
る
よ
う
に
な
り
、
様
々
な
取
り
組
み
に
協
力
し
た
り
、

自
分
か
ら
イ
ベ
ン
ト
や
グ
ッ
ズ
の
企
画
を
地
域
住
民
に
提

案
し
た
り
し
始
め
る
。
い
わ
ば
、
能
動
的
に
地
域
振
興
に

関
わ
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
ア
ニ
メ
『
ら
き
☆
す
た
』
の
聖
地
で
あ
る

埼
玉
県
久
喜
市
鷲わ

し
の
み
や宮

で
は
、
地
元
の
土は

師じ

祭さ
い

で
フ
ァ
ン
と

地
域
住
民
、
コ
ン
テ
ン
ツ
製
作
者
が
協
働
で
「
ら
き
☆
す

た
神
輿
」
を
出
し
て
い
る
。
発
案
は
聖
地
巡
礼
者
と
密
に

関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
地
元
の
商
店
主
で
あ
る
成
田
靖
氏

だ
。
氏
は
無
類
の
神
輿
好
き
で
、
私
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

し
た
際
に
は
、
自
ら
を
「
神
輿
オ
タ
ク
」
だ
と
語
っ
た
。

彼
が
営
ん
で
い
た
洋
品
店
は
、『
ら
き
☆
す
た
』
の
鷲
宮

限
定
グ
ッ
ズ
の
販
売
店
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
聖
地
巡
礼

者
が
よ
く
訪
れ
て
い
た
。

成
田
氏
は
巡
礼
者
の
薦
め
で
『
ら
き
☆
す
た
』
を
視
聴

し
た
が
、「
あ
ま
り
面
白
さ
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い

う
。
で
は
な
ぜ
、「
ら
き
☆
す
た
神
輿
」
を
発
案
し
た
の

か
と
問
う
と
、
成
田
氏
は
次
の
よ
う
に
話
し
た
。「
俺
も

神
輿
好
き
だ
け
ど
、
わ
か
ら
ん
人
に
は
わ
か
ら
ん
か
ら
ね
。

『
ら
き
☆
す
た
』
は
よ
く
わ
か
ら
ん
け
ど
、
俺
に
と
っ
て

の
神
輿
が
あ
い
つ
ら
に
と
っ
て
は
『
ら
き
☆
す
た
』
な
ん

だ
っ
て
こ
と
は
わ
か
る
」。
そ
う
し
て
、「
ら
き
☆
す
た
神

輿
」
の
ア
イ
デ
ア
を
思
い
つ
き
フ
ァ
ン
に
話
し
た
と
こ
ろ

好
感
触
が
得
ら
れ
、
地
元
商
工
会
を
通
じ
て
『
ら
き
☆
す

た
』
の
製
作
委
員
会
か
ら
も
許
諾
を
得
て
、
実
施
し
た
。

担
ぎ
手
は
全
国
か
ら
募
集
し
、
２
０
０
８
年
９
月
の
土
師

祭
で
担
が
れ
始
め
、
２
０
１
８
年
に
は
10
周
年
を
迎
え
た
。

成
田
靖
氏
は
、
２
０
１
８
年
１
月
に
急
逝
し
た
が
、
そ
の

後
も
、
神
輿
オ
タ
ク
の
想
い
は
巡
礼
者
に
受
け
継
が
れ
、

「
ら
き
☆
す
た
神
輿
」
は
継
続
し
て
担
が
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
地
域
住
民
と
巡
礼
者
、
地
域
文
化
と
コ
ン
テ
ン
ツ

文
化
の
融
合
が
、
各
地
の
ア
ニ
メ
聖
地
で
見
ら
れ
る
の
だ
。

し
か
し
、
疑
問
も
残
る
。
情
報
発
信
を
す
る
旅
行
者
で

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
地
域
を
愛
す
る
こ
と

に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
逆
に
、「
イ
ン
ス
タ
映
え
」
や
「
き

れ
い
な
写
真
」
の
た
め
に
、
花
畑
の
中
に
分
け
入
っ
た
り
、

立
ち
入
り
禁
止
の
場
所
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
し
て
、

問
題
に
な
る
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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地
域
と
旅
行
者
の
間
の

３
つ
の
空
間
と
３
つ
の
ア
ク
セ
ス

こ
う
し
た
巡
礼
者
と
地
域
の
関
わ
り
を
説
明
す
る
た
め

に
、「
３
つ
の
空
間
」
と
「
３
つ
の
ア
ク
セ
ス
」
の
概
念

を
用
い
た
い
。
筆
者
は
、
現
在
の
観
光
主
体
は
３
つ
の
空

間
を
移
動
す
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
現
実
空

間
」「
情
報
空
間
」「
虚
構
空
間
」
で
あ
る
（
図
）。

「
現
実
空
間
」
と
は
、
我
々
の
身
体
が
存
在
す
る
物
理
的

な
空
間
で
あ
る
。「
情
報
空
間
」
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ

て
接
続
可
能
な
空
間
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ネ
ッ
ト
上
の

電
子
掲
示
板
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
動
画
投
稿
サ
イ
ト
な
ど
を
「
情

報
空
間
」
と
み
な
す
。
実
際
に
空
間
が
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
あ
る
と
「
想
定
さ
れ
る
」
空
間
だ
。
実
際
の
空
間
と

し
て
は
、
現
実
空
間
上
の
サ
ー
バ
内
に
あ
る
が
、
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
を
閲
覧
す
る
こ
と
を
指
し
て
「
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ

ン
」
や
「
ネ
ッ
ト
巡
回
」
と
い
っ
た
移
動
の
比
喩
表
現
を

用
い
て
い
る
の
を
考
え
る
と
、
空
間
が
想
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
「
虚
構
空
間
」
と
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
が
描
き
出

す
空
間
を
指
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
、
実
際
に
空
間
が
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
体
験
者
に
よ
っ

て
想
定
さ
れ
る
空
間
だ
。
物
語
世
界
や
作
品
の
世
界
観
と

い
っ
た
言
い
方
を
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
人
々
は
、
現
実

空
間
に
身
体
を
置
き
つ
つ
、
情
報
通
信
機
器
を
通
じ
て
、

█表：「聖地巡礼」における3つのアクセス

アクセスの種類 アクセスの仕方 強く関連する空間

❶ 物理的・
　 身体的アクセス 現場での身体的体験。 現実空間

❷ 知識的・
　 情報的アクセス

場所の価値・重要性に
ついて学習すること。現
場を実際に訪れないで
行う学習もありうる。

情報空間

❸ 感性的・
　 感情的アクセス

地域に対する親近感が
わく状態。これも現場
を実際に訪れないで感
じる場合もありうる。

虚構空間

情
報
空
間
や
虚
構
空
間
を
想
定
し
な
が
ら
移
動
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

次
に
、
旅
行
者
が
地
域
と
ア
ク
セ
ス
す
る
際
に
３
つ
の

様
態
が
あ
る
こ
と
も
整
理
し
て
お
こ
う
（
表
）。
１
つ
め
は
、

「
物
理
的
・
身
体
的
ア
ク
セ
ス
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現

実
空
間
上
で
、
旅
行
者
が
地
域
と
近
づ
く
こ
と
を
指
す
。

つ
ま
り
、
一
般
的
な
観
光
の
こ
と
だ
。
２
つ
め
は
「
知
識

的
・
情
報
的
ア
ク
セ
ス
」
で
あ
り
、
地
域
に
関
す
る
知
識

や
情
報
を
得
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
は
、
現
場
に
行
っ
て

得
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
現
地
に
行
か
ず
メ
デ
ィ
ア
を
通

じ
て
も
ア
ク
セ
ス
可
能
だ
。
た
と
え
ば
、
あ
る
地
域
の
観

光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
自
宅
で
読
ん
で
い
る
状
態
が
そ
れ
に

あ
た
る
。
そ
し
て
、
３
つ
め
は
「
感
性
的
・
感
情
的
ア
ク

セ
ス
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
域
に
対
す
る
親
近
感
が
わ

く
状
態
を
指
す
。
こ
ち
ら
も
現
地
に
行
か
な
く
て
も
ア
ク

セ
ス
可
能
だ
。

前
者
２
つ
は
わ
か
り
や
す
い
が
、「
感
性
的
・
感
情
的

ア
ク
セ
ス
」
は
、
な
じ
み
が
無
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、「
よ
そ
者
」
や
「
旅
行
者
」
が
そ
の
場
所
を
訪
れ
る

の
に
、
非
常
に
重
要
な
ア
ク
セ
ス
で
あ
る
。
考
え
て
み
る

と
、
旅
行
者
は
、
こ
の
「
感
性
的
・
感
情
的
ア
ク
セ
ス
」

が
無
い
と
、
そ
も
そ
も
観
光
に
で
か
け
な
い
。
人
は
、

「
行
く
の
に
と
て
も
苦
労
し
」、「
そ
の
場
所
の
こ
と
を
知

ら
ず
」、「
な
ん
の
感
慨
も
わ
か
な
い
」
よ
う
な
場
所
を
訪

ね
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
観
光
は
、
な
ん
ら
か
の
メ
デ
ィ

ア
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
情
報
を
得
て
、
そ
の
こ
と
を
元
に
、

そ
の
場
所
を
訪
れ
て
み
た
い
と
感
じ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る

の
だ
。
特
に
、「
感
性
的
・
感
情
的
ア
ク
セ
ス
」
は
、
そ

の
他
の
２
種
類
の
ア
ク
セ
ス
を
駆
動
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
感
性
的
・
感
情
的
ア
ク
セ
ス
」
を
ド
ラ
イ
ブ
す

る
の
に
、
コ
ン
テ
ン
ツ
は
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
ア
ニ

メ
作
品
で
あ
れ
ば
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
描
か
れ
、
物
語
が

紡
が
れ
る
。
コ
ン
テ
ン
ツ
を
体
験
し
た
人
は
、
喜
び
や
怒

り
、
楽
し
さ
や
悲
し
さ
と
い
っ
た
感
情
を
喚
起
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
感
情
と
、
描
か
れ
た
場
所
が
つ
な
が
っ
た
時
、

そ
の
場
所
に
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
何
も
ア
ニ
メ
作
品
の
フ
ァ
ン
に
限
っ

た
特
殊
な
話
で
は
な
い
。
全
国
高
等
学
校
野
球
選
手
権
大

会
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
甲
子
園
球
場
に
行
く
、
テ
レ
ビ

で
見
た
ア
イ
ド
ル
や
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
魅
力
に
惹
か
れ

て
ラ
イ
ブ
に
赴
く
、
歴
史
を
学
ん
で
武
将
の
生
き
ざ
ま
に

感
銘
を
受
け
て
ゆ
か
り
の
場
所
を
訪
れ
る
…
…
。
こ
れ
ら

は
全
て
「
感
性
的
・
感
情
的
ア
ク
セ
ス
」
で
心
の
距
離
が

近
く
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
よ
り
知
り
た
く
な
り
、

よ
り
物
理
的
に
接
近
し
た
く
な
る
行
動
だ
と
言
え
る
。

聖
地
巡
礼
が
育
む

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」へ
の
期
待

ア
ニ
メ
聖
地
の
現
場
で
は
、
そ
の
地
域
に
住
む
人
々

と
、
そ
こ
を
定
期
的
に
訪
れ
る
巡
礼
者
（
よ
そ
者
）
が
一

緒
に
な
っ
た
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
見
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
現
実
空
間
上
だ
け
で
な
く
、
情
報
空
間
上
で
も

ア
ク
セ
ス
を
続
け
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
興
味
、

関
心
を
同
じ
く
し
て
集
ま
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
。

地
域
の
人
々
と
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
が
連
携
を
取
り
結
ん

で
い
る
地
域
で
は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
ネ
ッ
ト

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
成
員
が
混
在

し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
出
来
上
が
る
。
筆
者
は
こ
れ
を

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ

う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
は
、
地
域
住
民
だ
け
で
考

え
て
も
、
フ
ァ
ン
だ
け
で
考
え
て
も
、
コ
ン
テ
ン
ツ
ホ

ル
ダ
ー
だ
け
で
も
実
現
不
可
能
な
ア
イ
デ
ア
や
実
践
が

創
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
異
種
の
価
値
観
」
が
出
会
い
、

混こ
ん

淆こ
う

す
る
場
に
な
る
か
ら
だ
。
当
然
、
そ
こ
に
は
価
値

観
の
齟そ

齬ご

や
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
も
見
ら
れ
る
が
、
他
者
が

出
会
い
、
う
ま
く
交
流
が
進
め
ば
、
ど
ち
ら
に
と
っ
て

も
「
創
造
的
」
な
取
り
組
み
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
成
果
物
は
、
さ
ら
に
新
た
な
旅
行
者
を
呼
び
こ
む

メ
デ
ィ
ア
的
機
能
を
持
つ
。

う
ま
く
い
っ
て
い
る
ア
ニ
メ
聖
地
に
は
、
こ
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
維
持
す
る
〝
ハ
ブ
〟
と
な

る
地
域
住
民
や
フ
ァ
ン
が
見
ら
れ
る
。
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン

の
気
持
ち
と
地
域
住
民
の
立
場
の
双
方
が
わ
か
る
人
や
、

そ
う
し
た
交
流
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
が
存
在
す
る

こ
と
が
多
い
。
異
な
る
価
値
観
を
異
な
る
価
値
観
と
し

て
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
活
き
活
き
と
過
ご
せ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
と
し
て
、
コ
ン

テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る

の
だ
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
時
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、

何
も
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
に
限
ら
な
い
。

コ
ン
テ
ン
ツ
は
「
人
に
楽
し
さ
を
生
じ
さ
せ
う
る
情
報
」

だ
と
考
え
る
と
、
人
が
楽
し
さ
を
引
き
出
せ
る
対
象
は

無
数
に
あ
る
。
コ
ン
テ
ン
ツ
は
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て

い
く
ら
で
も
創
造
可
能
だ
。
そ
う
し
た
多
種
多
様
な
コ

ン
テ
ン
ツ
を
元
に
集
ま
っ
た
人
々
に
よ
る
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
で
創
造
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
日
本
の
各
地
域
に
出

来
上
が
る
こ
と
こ
そ
、
地
方
創
生
の
真
の
姿
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ファンと地域、コンテンツホルダーのコラボレーションで生まれたグッズ類。鷲宮で売ら
れている『らき☆すた』の携帯ストラップ（上）や、作品ごとの同人聖地ガイドブックの数々

（下）。©美水かがみ／らっきー☆ぱらだいす

■図：「聖地巡礼」における3つの空間と人の移動

非日常空間

観光主体であるファンは日常空間を離れ、3つの空間を旅行者として、またアバターとし
て自由に行き来する。

虚構空間

現実空間情報空間

日常空間

観光主体

精神的移動

物理的移動精神的移動

アバターアバター

アバター
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移
民
と
「
よ
そ
者
」

以
前
、
日
本
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
中
国
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
方
に
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
中
国
か
ら
日
本

に
留
学
し
、
卒
業
後
、
日
本
で
ず
っ
と
仕
事
を
し
て
き
た

彼
は
、
私
が
話
を
伺
っ
た
と
き
は
す
で
に
日
本
で
20
年
以

上
暮
ら
し
て
い
た
。
彼
の
話
の
な
か
で
一
番
印
象
に
残
っ

た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
長
く
住
ん
で
い
て
も
「
い
つ
中
国

に
帰
る
ん
で
す
か
？
」
と
日
本
人
か
ら
聞
か
れ
る
こ
と
が

あ
り
、「
悲
し
く
な
る
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
質
問
者
か
ら
す
れ
ば
何
気
な
い
問
い
か
け
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
、

自
分
は
「
い
つ
か
帰
る
人
」
で
、
日
本
社
会
の
メ
ン
バ
ー

と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
瞬
間
な
の
だ
。

19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
前
半
に
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
活

躍
し
た
社
会
学
者
の
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
（
１
８
５
８

～
１
９
１
８
）
は
、「
よ
そ
者
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

…
…
よ
そ
者
と
は
、
こ
れ
ま
で
よ
く
言
わ
れ
て
き

た
よ
う
に
、
今
日
来
て
明
日
去
っ
て
い
く
人
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ
今
日
来
て
明
日
と
ど
ま
る

人
―
―
い
わ
ば
潜
在
的
放
浪
者
と
い
う
意
味
だ
。
…
…

彼
は
一
定
の
空
間
領
域
―
―
な
い
し
は
空
間
と
似
た
よ

う
な
形
で
境
界
が
定
め
ら
れ
て
い
る
領
域
の
内
部
に

つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
（
ジ
ン
メ
ル
「
よ
そ
者
に
つ
い

て
の
補
論
」
G
. 

ジ
ン
メ
ル
『
ジ
ン
メ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
』
北
川
東
子
編
訳
・
鈴
木
直
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

１
９
９
９
年
）
。

つ
ま
り
、
ジ
ン
メ
ル
の
い
う
「
よ
そ
者
」
と
は
、「
今

日
来
て
明
日
去
っ
て
い
く
人
」（
こ
こ
で
は
「
旅
人
」
と
呼

ん
で
お
こ
う
）
で
は
な
い
。
一
方
で
、彼
の
表
現
を
も
じ
っ

て
い
え
ば
「
昨
日
か
ら
い
て
明
日
も
と
ど
ま
る
人
」（
こ

こ
で
は
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
）
で
も
な
い
。

「
よ
そ
者
」
と
は
、「
外
」
か
ら
や
っ
て
来
つ
つ
「
内
部
に

つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
」
た
者
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ

ン
バ
ー
に
な
っ
た
者
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
そ
こ
に
と
ど

ま
る
人
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
ま
た
、
こ
の
「
よ
そ
者
」

の
特
徴
を
、
そ
の
人
の
属
性
と
し
て
で
は
な
く
、
彼
と
集

団
と
の
関
係
に
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
よ
そ
者
」

と
は
、「
集
団
に
内
在
し
、
そ
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位

を
保
つ
と
同
時
に
、
集
団
の
外
側
に
立
ち
、
集
団
に
立
ち

向
か
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
（
前
掲
書
）。
そ
れ

ゆ
え
こ
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
移
民
の
子
や
孫
と
し
て

移
動
先
で
生
ま
れ
た
者
の
よ
う
に
、「
外
」
か
ら
や
っ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
集
団
の
外
側
に
立
」
っ
て
い

る
よ
う
に
見
な
さ
れ
が
ち
な
「
よ
そ
者
」
も
い
る
（
図
１
）。

こ
う
し
た
者
も
含
め
、「
よ
そ
者
」
の
位
置
に
お
か
れ

る
人
び
と
は
、
歴
史
上
、
多
く
の
社
会
に
見
出
さ
れ
て
き

た
。
ジ
ン
メ
ル
は
、
行
商
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
を
そ
の
例
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
後
、
ジ
ン
メ
ル
の
影
響
を
受
け
、

シ
カ
ゴ
大
学
で
社
会
学
の
教
鞭
を
と
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・

パ
ー
ク
（
１
８
６
４
～
１
９
４
４
）
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
、

当
時
、
シ
カ
ゴ
に
急
増
し
て
い
た
移
民
に
注
目
し
た
。
彼

ら
は
、
欧
州
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
き
た
移
民
た
ち
が

様
々
な
障
壁
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
自
分
た
ち
の
「
居
場

所
」
を
築
い
て
い
く
過
程
や
、
そ
の
移
民
た
ち
の
営
み
が

都
市
、
社
会
を
形
成
し
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
描
き
出
し
た
。

社
会
学
史
的
に
い
え
ば
、
彼
ら
の
研
究
が
「
都
市
社
会

学
」
と
い
う
学
問
分
野
を
打
ち
立
て
た
の
だ
が
、
こ
こ
か

ら
み
え
て
く
る
の
は
、「
よ
そ
者
」
の
象
徴
と
し
て
捉
え

ら
れ
た
移
民
が
、
そ
の
後
「
市
民
」
と
な
っ
て
い
く
と
い

う
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
で
あ
る
。

で
は
、
日
本
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
考
え
る
と
、
日
本
に
暮
ら
す
移

民
は
、「
よ
そ
者
」
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
、「
今
日
来
て

明
日
去
っ
て
い
く
人
」
つ
ま
り
「
旅
人
」
と
見
な
さ
れ
が

ち
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

日
本
に
お
け
る
移
民

日
本
に
暮
ら
す
移
民
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
う
ち

外
国
籍
を
も
つ
も
の
だ
け
で
も
、
２
０
１
８
年
末
に
約

２
７
３
万
人
と
、
人
口
の
２
％
を
超
え
た
。
国
籍
別
で
は
、

中
国
、
韓
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
多
く
、
近
年

は
と
く
に
ベ
ト
ナ
ム
国
籍
者
の
増
加
が
著
し
い
。
人
口
の

２
％
と
い
う
と
欧
米
諸
国
な
ど
と
比
較
す
る
と
ま
だ
割
合

は
低
い
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
域
差
は
大

き
く
、
外
国
籍
人
口
が
10
%
を
超
え
る
自
治
体
も
あ
る
。

ま
た
帰
化
者
や
国
際
結
婚
を
し
た
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
子

ど
も
な
ど
、
移
民
や
移
民
ル
ー
ツ
の
人
び
と
の
な
か
に
は

日
本
国
籍
を
も
つ
者
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
働
い
て

い
る
外
国
籍
者
に
焦
点
を
絞
っ
て
も
、
２
０
１
３
年
に
は

約
72
万
人
だ
っ
た
そ
の
数
は
、
２
０
１
８
年
に
は

１
４
６
万
人
と
、
５
年
間
で
倍
増
し
た
（
図
２
）。

こ
の
背
景
に
は
、
経
済
回
復
や
東
京
五
輪
の
準
備
な
ど

に
よ
る
短
期
的
な
人
手
不
足
の
み
な
ら
ず
、
高
齢
化
に
と

も
な
う
労
働
力
人
口
の
減
少
と
い
う
長
期
的
な
傾
向
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
政
府
は
、

２
０
１
８
年
、
人
手
不
足
を
理
由
と
し
て
初
め
て
移
住
労

働
者
の
公
式
な
受
け
入
れ
を
決
め
た
。
し
か
し
同
時
に
政

府
は
、
こ
れ
を
「
移
民
」
の
受
け
入
れ
と
見
な
す
こ
と
を

拒
否
し
て
い
る
。
こ
の
意
図
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
れ

ま
で
の
日
本
の
移
民
受
け
入
れ
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み

よ
う
。

█図1：移民とコミュニティの相関イメージ

今日明日 昨日

ジンメルが呈示した「よそ者」の特徴になぞらえ、コミュニティの構成員をそれぞれ

❶ネイティブ：昨日からいて明日もとどまる人
❷よそ者A：移民。今日来て明日とどまる人
❸よそ者B：移民の子や孫など外からやってきたわけではないが、
　　　　　  集団の外に立っているように見なされがちな人
❹旅人：今日来て明日去っていく人
に分類し、各々の関係性を仮定してみたもの。

❷

█図2：在留資格別外国人労働者数の推移
戦
後
日
本
に
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
や
台
湾
、
中
国
人
な

ど
移
民
や
移
民
ル
ー
ツ
の
人
び
と
が
暮
ら
し
て
き
た
。
そ

の
後
、
１
９
８
０
年
代
に
入
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア

ジ
ア
な
ど
か
ら
の
新
し
い
移
民
の
流
れ
が
目
立
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
彼
・
彼
女
ら
の
多
く
は
、
観
光
な
ど
の
目
的
で

入
国
し
、
在
留
期
限
が
切
れ
た
後
も
働
く
「
オ
ー
バ
ー
ス

テ
イ
」
だ
っ
た
。

彼
ら
の
急
増
を
受
け
、
１
９
８
９
年
に
政
府
は
出
入
国

※１ 我が国において有する身分又は地位に基づくものであり、永住者、日系人等が該当する。
※２ 本来の在留目的である活動以外に就労活動を行うもの（原則週28時間以内）であり、留学生のアルバイト等が該当する。
※３ 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うもの。
※４ 就労目的で在留が認められるものであり、経営者、技術者、研究者、外国料理の調理師等が該当する。
資料：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）」

❸よそ者B

よそ者A

❶ネイティブ

❹旅人

専門的・技術的分野の在留資格※4
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特定活動※3
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２
０
１
８
年
に
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
拡
大
の
た
め
の
法
改
定
が
行
わ
れ
、

移
民
社
会
と
し
て
の
日
本
が
本
格
的
に
顕
現
し
て
き
た
。

移
民
を
「
よ
そ
者
」と
見
な
し
距
離
を
置
く
の
は
た
や
す
い
が
、

最
早
そ
れ
で
は
日
本
社
会
の
持
続
可
能
性
を
保
っ
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
。

同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
員
と
し
て
、
移
民
を
ど
の
よ
う
な
理
念
で
捉
え
、
協
調
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。

日
本
に
お
け
る
移
民
受
け
入
れ
の
流
れ
を
見
渡
し
な
が
ら
、
こ
の
先
こ
れ
か
ら
の
視
座
を
考
察
す
る
。

移
民
が「
よ
そ
者
」に
な
る
と
き
、

な
ら
な
い
と
き

髙
谷 

幸

Takaya Sachi

た
か
や
・
さ
ち

大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
准
教
授
。
１
９
７
９
年
奈
良
県
生
ま

れ
。
神
戸
大
学
法
学
部
卒
業
。
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科

修
了
。
専
門
は
社
会
学
・
移
民
研
究
。
著
書
に
『
追
放
と
抵
抗
の
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
―
―
戦
後
日
本
の
境
界
と
非
正
規
移
民
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）、
編

著
に
『
移
民
政
策
と
は
何
か
―
―
日
本
の
現
実
か
ら
考
え
る
』（
人
文
書
院
）

が
あ
る
。
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管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
、
入
管
法
）
を
改
定
し
、

翌
年
施
行
し
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、「
専
門
的
・
技
術

的
分
野
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
は
積
極
的
に
受
け
入
れ

る
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
『
単
純
労
働
者
』
の
受
け
入
れ
は

認
め
な
い
」
と
い
う
方
針
が
確
認
さ
れ
た
。
一
方
、
こ
の

法
改
定
と
あ
わ
せ
て
、
日
系
３
世
と
そ
の
家
族
に
、
親
族

訪
問
と
い
う
名
目
で
「
定
住
者
」
と
い
う
在
留
資
格
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
ペ

ル
ー
な
ど
か
ら
日
本
へ
の
「
デ
カ
セ
ギ
」
が
増
加
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

ま
た
１
９
９
３
年
に
は
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制

度
が
発
足
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
も
と
も
と
人
材
育
成
を

通
じ
た
技
能
等
の
移
転
に
よ
る
国
際
協
力
の
推
進
を
目
的

と
し
て
１
９
６
０
年
代
に
始
ま
っ
た
研
修
制
度
に
端
を
発

し
て
い
る
。
そ
の
研
修
制
度
に
後
続
し
、
よ
り
実
践
的
な

技
能
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
目
的
で
外
国
人
技
能
実
習
制

度
が
設
立
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
「
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習

制
度
」
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
現

実
に
は
こ
れ
は
、
人
手
不
足
に
悩
む
中
小
零
細
企
業
が
安

価
な
移
住
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
制
度
と
し
て
機
能
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
実
際
、
低
賃
金
、
転
職
の
自
由
が
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
、
強
制
帰
国
な
ど
、
劣
悪
な
労
働
条
件
や

人
権
侵
害
が
た
び
た
び
問
題
に
な
り
、
何
度
か
制
度
改
定

も
な
さ
れ
て
き
た
。
２
０
１
０
年
に
は
、
研
修
と
切
り
離

し
、
１
年
目
か
ら
労
働
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
外
国
人

技
能
実
習
制
度
と
な
っ
た
が
、
根
本
的
な
問
題
は
変
わ
ら

な
か
っ
た
。
一
方
で
、
制
度
の
緩
和
も
な
さ
れ
、
受
け
入

れ
が
認
め
ら
れ
る
職
種
や
年
数
も
拡
大
さ
れ
、
技
能
実
習

生
数
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
き
た
。
２
０
１
８
年
に
は
約

33
万
人
が
こ
の
制
度
下
で
働
い
て
お
り
、
同
制
度
は
、
日

本
に
お
け
る
移
住
労
働
者
受
け
入
れ
の
主
要
な
経
路
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
近
年
は
、
主
に
技
能
実
習

生
の
受
け
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

や
小
売
業
な
ど
で
「
留
学
生
」
の
雇
用
が
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
移
住
労
働
者
の
受
け
入

れ
に
は
、「『
単
純
労
働
者
』
の
受
け
入
れ
は
認
め
な
い
」

と
い
う
建
前
を
維
持
し
つ
つ
、
実
際
に
は
、
別
の
目
的
で

受
け
入
れ
た
日
系
人
、
研
修
生
、
技
能
実
習
生
、
留
学
生

が
、
非
熟
練
労
働
市
場
で
働
く
と
い
う
、
建
前
と
現
実
の

ズ
レ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
受
け
入
れ
は
、

「
サ
イ
ド
ド
ア
か
ら
の
受
け
入
れ
」
と
揶や

ゆ揄
さ
れ
て
き
た
。

「
旅
人
」
に
と
ど
ま
ら
せ
る
力
と
し
て
の
法
制
度

さ
て
２
０
１
８
年
の
法
改
定
に
よ
る
移
住
労
働
者
の
受

け
入
れ
拡
大
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
あ
る
程
度
転
換
す

る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
人
手

不
足
を
補
う
た
め
に
は
移
住
労
働
者
が
必
要
と
い
う
こ
と

を
初
め
て
公
式
に
認
め
た
受
け
入
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
の
法
改
定
に
は
、「
定
住
化
の
阻
止
」
と

い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
と
の
連
続
性
も
見
出
せ
る
。

こ
れ
は
、
日
本
で
の
就
労
・
滞
在
期
間
の
上
限
を
定
め
、

家
族
帯
同
も
認
め
な
い
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
定
住
さ
せ

な
い
形
で
、
移
住
労
働
者
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
方
策

で
あ
る
。
い
わ
ば
、「
今
日
来
て
明
日
去
っ
て
い
く
人
」

つ
ま
り
「
旅
人
」
の
よ
う
な
形
で
、
移
住
労
働
者
を
受
け

入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
こ
の
方
針
は
、
１
９
８
９
年
の
入
管
法
改
定

を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
浮
上
し
、
就
労
・
滞
在
期
間
に

上
限
が
あ
り
、
家
族
帯
同
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
外
国
人
研

修
・
技
能
実
習
制
度
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
（
梶
田
孝
道

「
日
本
の
外
国
人
労
働
者
政
策
」
梶
田
孝
道
・
宮
島
喬
編
『 
国
際

社
会
1 

国
際
化
す
る
日
本
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、 

2
0
0
2
年
）。
そ
の
後
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
制
度
は

拡
大
、
緩
和
さ
れ
て
き
た
。「
定
住
化
の
阻
止
」
と
い
う

方
針
が
、
日
本
の
受
け
入
れ
政
策
の
な
か
で
主
流
化
し
て

き
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
２
０
１
８
年
の
入
管

法
改
定
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
在
留
資
格
「
特
定
技
能
」

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
特
定
技
能
」
労

働
者
は
、
ま
ず
「
１
号
」
を
取
得
し
、
介
護
、
外
食
業
、

農
業
、
建
設
、
造
船
・
舶
用
工
業
な
ど
14
分
野
で
最
大
５

年
間
働
く
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、「
１
号
」
修
了
者
が

移
行
で
き
、
家
族
帯
同
や
在
留
期
間
更
新
が
可
能
な
「
２

号
」
は
、
２
０
１
９
年
８
月
時
点
で
建
設
、
造
船
・
舶
用

工
業
の
２
分
野
に
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
以
外

に
、
資
格
を
取
得
す
れ
ば
、
別
の
在
留
資
格
に
移
行
で
き

る
介
護
を
あ
わ
せ
て
も
３
分
野
で
働
く
「
特
定
技
能
」
労

働
者
し
か
定
住
に
つ
な
が
ら
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る

（
図
３
）。

実
際
、
こ
の
法
改
定
を
、
安
倍
政
権
は
「
移
民
政
策
」

で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
外
国
人
材
の

在
留
期
間
の
上
限
を
通
算
で
５
年
と
し
、
家
族
の
帯
同
は

基
本
的
に
認
め
な
い
」
こ
と
が
「
移
民
政
策
」
と
は
異
な

る
点
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
移
住
労
働
者
を
「
今
日
来

て
明
日
去
っ
て
い
く
人
」
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る

政
府
の
姿
勢
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
人
び
と
の
認
識
だ
け
で
な

く
法
制
度
や
政
策
に
よ
っ
て
も
、
移
民
を
「
今
日
来
て
明

日
去
っ
て
い
く
」「
旅
人
」
に
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る

力
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
よ
そ
者
」／「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」の
区
別
が         

意
味
を
も
た
な
く
な
る
と
き

し
か
し
現
実
に
は
、
日
本
に
暮
ら
す
外
国
籍
者
の
う
ち

１
０
０
万
人
以
上
が
永
住
資
格
を
も
ち
、
そ
れ
以
外
の
一

定
程
度
安
定
し
た
在
留
資
格
を
も
つ
人
を
含
め
る
と
、
半

分
以
上
に
な
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
な
ど
の
旧
植
民
地
出
身

者
の
ほ
か
日
本
人
と
国
際
結
婚
し
た
人
や
、
日
系
人
な
ど
、

日
本
人
と
の
「
家
族
的
つ
な
が
り
」
を
も
つ
人
が
多
い
。

つ
ま
り
日
本
で
は
、
移
住
労
働
者
を
「
旅
人
」
に
と
ど
ま

ら
せ
よ
う
と
す
る
力
が
あ
る
一
方
で
、
日
本
人
と
の
「
家

族
的
つ
な
が
り
」
が
、彼
ら
の
定
住
化
を
促
進
さ
せ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
、
日
本
に
移
動
し
て
永
住
・
定
住
し
た
移

民
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
表
現
で
い
え
ば
、「
今
日
来
て
明
日

と
ど
ま
る
人
」
つ
ま
り
「
よ
そ
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
「
よ
そ
者
」
は
、「
集

団
に
内
在
し
、
そ
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位
を
保
つ
と
同

時
に
、
集
団
の
外
側
に
立
ち
、
集
団
に
立
ち
向
か
う
要

素
」
を
も
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
内
」
に
い
な
が
ら
「
外
」
の
視
点
も

も
つ
と
い
う
点
が
、「
よ
そ
者
」
が
ま
ち
づ
く
り
に
新
し

い
視
点
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
理
由

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
地
域
社
会
に
定
住
し
た
移
民
の
場
合

も
同
様
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
新
し
い
視
点
を
も
た

ら
し
地
域
の
活
性
化
に
一
役
買
っ
て
い
る
移
民
も
珍
し
く

な
く
な
っ
て
い
る
。

岡
山
県
総
社
市
は
、
そ
う
し
た
移
民
の
社
会
参
加
を
積

極
的
に
進
め
て
き
た
自
治
体
の
一
つ
で
あ
る
。
市
の
職
員

に
ブ
ラ
ジ
ル
出
身
者
の
譚た

ん

俊し
ゆ
ん

偉わ
い

さ
ん
を
雇
用
し
、
譚
さ

ん
や
他
の
通
訳
ス
タ
ッ
フ
が
、
地
域
に
暮
ら
す
移
民
た
ち

の
相
談
に
の
る
体
制
を
整
え
た
。
こ
の
結
果
、
移
民
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
自
治
体
や
地
域
の
つ
な
が
り
が
で
き
、
一

緒
に
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
災
害

時
に
は
、
移
民
た
ち
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
被
災
者

支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
彼
ら
を
支
え
て
き
た

N
G
O
の
代
表
の
方
に
お
話
を
伺
っ
た
際
、
異
な
る
背

景
を
も
つ
人
び
と
の
存
在
は
「
お
荷
物
」
で
は
な
く
「
財

産
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
移
民
た
ち
は
、

社
会
参
加
を
通
じ
て
、
ま
す
ま
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
財

産
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
一
方
で
、「
よ
そ
者
」
が
も
つ
と
さ
れ
る
「
ネ
イ

テ
ィ
ブ
」
と
の
違
い
を
「
財
産
」
か
ど
う
か
判
断
す
る
の

は
誰
か
、
と
い
う
問
い
は
残
る
。「
よ
そ
者
」
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
と
の
関
係
を
み
た
場
合
、
社
会

構
造
上
、
優
位
な
立
場
に
立
つ
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
方
が

力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
力
関
係
を
背

景
に
、「
よ
そ
者
」
を
評
価
す
る
の
は
、「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」

で
あ
り
、
そ
れ
も
ネ
イ
テ
ィ
ブ
自
身
が
設
定
し
た
基
準
に

よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
国
際

※「必要な技能」「必要な日本語能力」は、技能実習からの移行の場合、試験は免除される。
資料：出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

█図3：「特定技能」労働者の在留要件

特定技能1号 特定技能 2 号

在留期間 通算で上限5年まで 更新可能

家族帯同 不可 可

永住 2号への移行後に可 可

必要な技能※ 相当程度の知識または経験 熟練した技能

必要な日本語能力※ 試験などで確認 なし

職種

特定産業分野（14 分野）
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機
械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、
造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

建設、造船・舶用工業

結
婚
で
地
方
に
定
住
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
は
、
日
本
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
も
と
に
、
家
事
や
高
齢
者
の
ケ
ア
役

割
を
献
身
的
に
担
い
、「
伝
統
的
で
理
想
的
な
い
い
お
嫁

さ
ん
」
と
し
て
、
周
囲
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う

（Faier, L., 2009, Intim
ate E

ncounters, B
erkeley: 

U
niversity of California Press

）。
人
間
社
会
で
生
き
る

以
上
、
他
者
か
ら
の
評
価
は
避
け
ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
両
者
に
横
た
わ
る
力
関
係
の
下
、「
よ

そ
者
」
が
、「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
評
価
的
な
ま
な
ざ
し
か

ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
う
し
た
一
方
的
な
関
係
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
は
、

「
よ
そ
者
」
と
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
力
関
係
が
揺
ら
ぎ
、

彼
ら
が
区
別
さ
れ
な
く
な
る
と
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
決
し
て
、「
よ
そ
者
」
が
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
に
同

化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
体
が
多
様
化
し
、「
よ
そ
者
」
と
「
ネ
イ

テ
ィ
ブ
」
の
区
別
が
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
初
め
て
、「
よ
そ
者
」
だ
け
で

な
く
、
誰
も
が
「
そ
の
人
ら
し
さ
」
と
い
う
意
味
で
の

「
違
い
」
を
発
揮
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す

る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
よ
そ
者
」
を
評
価
し
、
彼
ら
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
含
め

る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
自
分
た
ち
だ
と
信
じ
て
疑
わ

な
い
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
方
な
の
だ
。
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時
を
経
て
、
そ
の
「
幻
の
瓜
」
に
注
目

し
た
の
が
、
玉
造
稲
荷
神
社
の
禰ね

宜ぎ

・
鈴

木
伸
廣
さ
ん
だ
。
鈴
木
さ
ん
は
神
社
や
地

域
の
歴
史
に
つ
い
て
古
い
文
献
を
調
べ
る

な
か
で
、
玉
造
黒
門
越
瓜
の
存
在
を
知
り
、

こ
の
伝
統
野
菜
を
玉
造
の
地
で
復
活
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
当
時
、

「
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
」
の
ひ
と
つ
と
し
て

大
阪
府
・
大
阪
市
に
認
証
さ
れ
て
い
る
、

「
玉
造
黒
門
越
瓜
」。
そ
の
長
い
名
前
に
は
、

こ
の
野
菜
が
辿
っ
た
歴
史
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

大
坂
・
玉
造
周
辺
は
、
安
土
桃
山
時
代
、

豊
臣
秀
吉
が
造
っ
た
大
坂
城
の
外
郭
（
惣そ
う

構が
ま
え）
の
内
側
に
あ
た
り
、
豊
臣
方
の
大
名

ら
が
住
む
武
家
屋
敷
が
並
ん
で
い
た
。
し

か
し
、
大
坂
夏
の
陣
で
す
べ
て
焼
失
。
江

戸
時
代
に
、
地
域
の
有
力
者
だ
っ
た
高
津

屋
吉
右
衛
門
が
幕
府
の
命
を
受
け
、
こ
の

土
地
を
畑
地
と
し
て
再
開
発
し
た
。
高
津

屋
は
こ
こ
で
瓜
を
栽
培
し
、
そ
の
販
売
に

力
を
入
れ
た
。
こ
れ
が
玉
造
の
ブ
ラ
ン
ド

野
菜
「
玉
造
黒
門
越
瓜
」
の
誕
生
で
あ
る
。

「
黒
門
」
と
は
、
大
坂
城
の
玉
造
門
が
黒

塗
り
で
、
別
名
「
黒
門
」
と
呼
ば
れ
た
こ

と
に
由
来
す
る
。
玉
造
に
は
、
明
治
時
代

ま
で
続
い
た
白
瓜
市
場
が
あ
り
、
こ
の
市

場
も
別
名
「
黒
門
市
場
」
と
呼
ば
れ
た
。

「
越
」
は
、
古
代
中
国
の
長
江
の
南
に

あ
っ
た
越え

つ

の
国
の
意
味
。
瓜
は
原
産
地
の

北
ア
フ
リ
カ
か
ら
方
々
に
伝
播
し
、
イ
ン

ド
・
東
ア
ジ
ア
を
経
由
し
て
中
国
に
伝

わ
っ
た
も
の
が
越
瓜
と
な
り
、
弥
生
時
代

頃
に
日
本
に
渡
来
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ
る
。

玉
造
黒
門
越
瓜
が
生
ま
れ
た
江
戸
時
代

中
期
、
上
町
台
地
か
ら
湧
き
出
る
名
水
と
、

幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
酒
造
り
の
権
利
に

よ
っ
て
、
玉
造
に
は
多
く
の
酒
造
業
者
が

集
ま
っ
て
い
た
。
良
質
な
瓜
と
酒
造
り
の

工
程
で
で
き
る
酒
糟
が
組
み
合
わ
さ
れ
生

ま
れ
た
の
が
、
玉
造
名
物
の
奈
良
漬
け
で

あ
る
。
当
時
、
玉
造
は
大
坂
と
奈
良
や
伊

勢
を
結
ぶ
玄
関
口
で
、
お
伊
勢
参
り
に
出

か
け
る
人
び
と
の
出
発
地
と
し
て
大
い
に

賑
わ
い
、
町
に
は
茶
店
や
笠
屋
な
ど
の
店

が
軒
を
連
ね
た
。
味
が
よ
く
日
持
ち
の
す

る
名
物
「
玉
造
黒
門
越
瓜
の
奈
良
漬
け
」

は
、
伊
勢
参
り
の
旅
人
た
ち
の
旅
の
お
供

や
土
産
と
し
て
人
気
を
博
し
た
。
そ
の
名

は
、
江
戸
時
代
の
名
物
名
産
略
記
や
番
付

な
ど
の
記
録
に
も
散
見
さ
れ
、
当
時
の
人

気
ぶ
り
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
明
治
時
代
に
入
る
と
、
大
阪

城
周
辺
に
は
大
規
模
な
軍
の
工
場
が
造
ら
れ

て
、
玉
造
に
は
多
く
の
工
員
が
居
留
し
、
田

畑
や
白
瓜
市
場
、
酒
造
業
者
は
消
失
。
玉

造
黒
門
越
瓜
も
こ
の
地
か
ら
姿
を
消
し
た
。

大
阪
府
立
食
と
み
ど
り
の
総
合
技
術
セ
ン

タ
ー
で
在
来
種
の
研
究
を
し
て
い
た
森
下

正
博
さ
ん
に
連
絡
を
取
り
、
大
阪
府
内
で

栽
培
・
保
存
さ
れ
て
い
た
種
の
入
手
方
法

や
、
育
て
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
森

下
さ
ん
や
地
域
の
人
び
と
の
協
力
を
得
な

が
ら
境
内
の
一
角
で
栽
培
し
、
２
０
０
３

年
、
み
ご
と
に
玉
造
で
玉
造
黒
門
越
瓜
を

復
活
さ
せ
た
の
だ
。
以
来
毎
年
、
神
社
で

は
瓜
の
栽
培
が
行
わ
れ
、
夏
祭
り
に
合
わ

せ
て
瓜
料
理
を
参
拝
者
に
ふ
る
ま
う
「
玉

造
黒
門
越
瓜
の
食
味
祭
」が
開
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
大
阪
・
上
町
台
地
界
隈
で
地

域
資
源
を
生
か
し
て
新
た
な
つ
な
が
り
を

で
は
、
８
月
４
日
に
開
催
さ
れ
た
「
玉

造
黒
門
越
瓜
〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟
収
穫
祭
」

の
様
子
を
紹
介
し
よ
う
。
本
イ
ベ
ン
ト
は

今
年
で
12
回
目
。
大
阪
ガ
ス
㈱
の
実
験
集

合
住
宅
「
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
21
」
で
毎
年
開
か
れ

て
い
る
。

開
会
を
前
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
瓜
料

理
を
携
え
た
参
加
者
た
ち
が
到
着
。
め

い
め
い
包
み
か
ら
手
料
理
を
取
り
出
し
、

会
場
の
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
て
い
く
。
定

紡
い
で
い
く
、
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
文
化
研
究
所
の
「
U
‒
C
o
R
o

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
鈴
木
さ
ん
へ
の
取

材
を
通
し
て
、
越
瓜
と
出
会
い
、
越
瓜
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
盛
衰
ド
ラ
マ
や
、
個
性

豊
か
な
人
び
と
を
結
び
つ
け
る
可
能
性
に

着
目
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
の
実

践
研
究
と
し
て
、「
玉
造
黒
門
越
瓜
〝
ツ

ル
つ
な
ぎ
〟プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
２
０
０
８

年
に
開
始
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
毎
年
春
に
、

玉
造
稲
荷
神
社
の
瓜
の
種
を
地
域
の
施

設
や
家
庭
を
巡
り
配
布
。
参
加
者
が
庭

や
ベ
ラ
ン
ダ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
、
家
庭
菜

園
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
、
瓜
を
育
て

て
い
く
。
育
成
の
様
子
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
の

新
聞
で
共
有
す
る
ほ
か
、
収
穫
期
に
は
、

参
加
者
が
瓜
料
理
を
持
ち
寄
る
収
穫
祭

を
開
催
。
瓜
を
育
て
共
に
食
す
こ
と
を

通
し
て
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
を
豊
か

に
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
だ
。
参
加

者
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
現
在
で
は

地
域
の
30
軒
以
上
の
施
設
や
家
庭
が
瓜

作
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
大
阪
府
下

や
兵
庫
県
、
奈
良
県
な
ど
玉
造
以
外
の

地
域
で
も
栽
培
者
が
増
え
、
瓜
を
通
じ

た
人
の
輪
が
年
々
広
が
り
を
み
せ
て
い

る
。

な
に
わ
名
物
と
し
て
人
気
を
博
し
た

「
玉
造
黒
門
越
瓜
」

百
年
ぶ
り
に
玉
造
の
地
で
復
活

伝
統
野
菜
を
通
じ
て
広
が
る
人
の
輪

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
者
の
交
流
の
場

盛
夏
の〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟収
穫
祭

玉造黒門越瓜は、縦縞が
8本ほどあるのが特徴。

上／玉造稲荷神社境内の
瓜畑と越瓜の碑。
左／江戸時代、瓜はらせ
ん状や半分に切ったものを
干して保存食としても盛ん
に食された。

『四季漬物鹽嘉言』小田原
屋主人　天保7（1836）年

上／ベランダのプランターで育てられる越瓜。
右／越瓜の種は、玉造稲荷神社が提供する。

人
と
地
域
を
結
ぶ
な
に
わ
の
伝
統
野
菜

―
―「
玉た

ま

造つ
く
り

黒く
ろ

門も
ん

越し
ろ

瓜う
り

〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟
収
穫
祭
」レ
ポ
ー
ト

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
が
２
０
０
８
年
か
ら
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
、

「
玉
造
黒
門
越
瓜
〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。

玉
造
稲
荷
神
社
が
百
年
ぶ
り
に
地
元
で
復
活
さ
せ
た
伝
統
野
菜
の
種
を
、

地
域
の
人
び
と
が
共
に
育
て
、
食
し
、
広
め
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
交
流
を
生
み
出
し
て
い
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
動
向
と
、
８
月
４
日
に
開
催
さ
れ
た
収
穫
祭
の
模
様
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
。

米
田
茉
衣
子
＝
取
材
・
執
筆
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番
の
和
食
か
ら
中
華
、
フ
レ
ン
チ
、
イ

タ
リ
ア
ン
、
さ
ら
に
は
中
東
風
ま
で
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
で
美
し
い
料
理
が
所

せ
ま
し
と
並
ん
だ
。
こ
の
日
の
た
め
に

丹
精
込
め
て
作
っ
た
料
理
を
前
に
、
参

加
者
同
士
の
会
話
に
花
が
咲
く
な
か
、

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究

所
弘
本
由
香
里
研
究
員
に
よ
る
開
会
の

挨
拶
と
参
加
者
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
。

次
に
、
参
加
者
に
よ
る
料
理
の
紹
介
。

「
越
瓜
と
パ
プ
リ
カ
の
イ
タ
リ
ア
風
サ
ラ

ダ
」「
昔
な
が
ら
の
奈
良
漬
け
」「
越
瓜
と

ベ
ー
コ
ン
等
の
甘
酢
あ
ん
か
け
」「
越
瓜

の
ク
ス
ク
ス
」「
越
瓜
の
コ
ン
フ
ィ
チ
ュ
ー

ル
」
…
…
今
年
の
栽
培
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

交
え
な
が
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ

る
創
作
料
理
の
数
々
が
披
露
さ
れ
た
。
ど

の
料
理
も
制
作
者
の
創
意
工
夫
が
感
じ
ら

れ
、
料
理
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
幅
広
さ

に
驚
か
さ
れ
た
。
気
に
な
る
玉
造
黒
門
越

瓜
の
味
だ
が
、
透
明
の
果
肉
は
瑞
々
し
く

あ
っ
さ
り
と
し
て
い
て
、
瓜
特
有
の
青
臭

さ
が
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
食
材
や
味
付
け

と
組
み
合
わ
せ
て
ア
レ
ン
ジ
が
可
能
で
、

料
理
に
上
品
な
涼
や
か
さ
を
添
え
て
い
た
。

さ
ら
に
、
玉
造
稲
荷
神
社
の
向
か
い
に

あ
る
仏
料
理
店
「
レ
ス
ト
ラ
ン 

リ
ー
ル
」、

本
誌
で
は
お
馴
染
み
の
日
本
料
理
店
「
か

こ
み
」
の
協
力
に
よ
り
、
プ
ロ
の
手
に
よ

る
玉
造
黒
門
越
瓜
を
使
っ
た
創
作
料
理
も

届
け
ら
れ
た
。「
瀬
戸
内
六
穀
豚
と
越
瓜

の
白
ワ
イ
ン
煮
込
み
」（
リ
ー
ル
）、「
越

瓜
と
鱧
の
サ
ラ
ダ
」（
か
こ
み
）
な
ど
、
プ

ロ
な
ら
で
は
の
技
術
と
発
想
で
瓜
の
魅
力

を
引
き
出
し
た
料
理
が
提
供
さ
れ
た
。

会
の
途
中
で
は
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔

館
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
町
家
衆
と
し
て
活

動
し
て
い
る
加
藤
元
樹
・
薫
夫
妻
が
、
紙

芝
居
「
大
阪
な
に
わ
伝
統
野
菜
の
お
・

は
・
な
・
し
」（
原
作
：
志
村
敏
子
、
紙
芝

居
制
作
：
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
＋
大
阪
教
育

大
学
学
生
）
を
上
演
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
語

り
に
よ
る
な
に
わ
伝
統
野
菜
の
紹
介
に
、

会
場
は
笑
い
に
包
ま
れ
た
。

最
後
は
、
一
本
締
め
の
代
わ
り
に
、
大

阪
市
立
玉
造
小
学
校
の
活
動
で
作
ら
れ
た

「
玉
造
く
ろ
も
ん
し
ろ
う
り
う
た
」
を

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
に
あ
わ
せ
て
合
唱
し
、

今
年
の
収
穫
祭
は
和
や
か
に
幕
を
閉
じ
た
。

会
場
で
参
加
者
の
方
た
ち
に
話
を
伺
っ

た
。
此
花
区
で
「
此
花
こ
ど
も
食
堂
」
を

運
営
す
る
角
林
佳
代
子
さ
ん
は
、
今
年
初

め
て
越
瓜
の
結
実
に
成
功
し
た
こ
と
を
嬉

し
そ
う
に
報
告
し
て
く
れ
た
。

「
以
前
か
ら
、
阪
南
市
の
農
家
か
ら
こ
ど

も
食
堂
に
玉
造
黒
門
越
瓜
を
提
供
さ
れ
て

い
て
、
越
瓜
の
漬
物
を
作
っ
て
皆
で
食
べ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
自
分
で
も
挑
戦

し
て
み
よ
う
と
。
昨
年
は
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
今
年
は
資
料
な
ど
を

参
考
に
し
て
雌
花
に
受
粉
を
し
た
ら
、
１

個
だ
け
実
が
な
っ
た
ん
で
す
よ
」

天
王
寺
区
で
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
を
し
て
い
る
中
越
慈
子
さ
ん
は
栽
培
歴

11
年
。「
玉
造
黒
門
越
瓜
は
昔
の
ま
ま
品

種
改
良
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
た
く
さ
ん

収
穫
す
る
の
は
難
し
い
ん
で
す
。
今
年
は
、

夫
が
天
王
寺
区
の
講
座
で
草
花
の
育
て
方

を
教
わ
り
、
栽
培
方
法
を
改
善
し
て
３
個

ほ
ど
収
穫
で
き
そ
う
。
ど
う
や
っ
た
ら
大

き
く
な
る
の
か
な
ど
試
行
錯
誤
す
る
の
は
、

続
け
る
う
ち
に
面
白
く
な
り
ま
し
た
ね
」

栽
培
は
容
易
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
参

加
者
は
情
報
を
共
有
し
、
各
々
策
を
凝
ら

し
な
が
ら
、
瓜
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い

る
と
い
う
。

会
の
間
、
流
麗
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏

を
披
露
し
た
森
下
正
博
さ
ん
は
、
長
年
に

わ
た
り
大
阪
で
伝
統
野
菜
の
振
興
に
携

わ
っ
て
き
た
。
越
瓜
を
は
じ
め
と
し
た
な

に
わ
伝
統
野
菜
の
復
興
の
動
向
を
「
大
阪

ら
し
い
動
き
」
と
捉
え
る
。

「
な
に
わ
伝
統
野
菜
は
、
市
全
体
、
府
全

体
で
の
画
一
的
な
取
り
組
み
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
小
さ
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
大
事

に
し
な
が
ら
、
地
域
の
人
が
野
菜
を
育
み

振
興
し
て
い
る
。〝
人
の
マ
ネ
は
し
た
く

な
い
〟
と
い
う
大
阪
の
気
質
を
反
映
し
て

か
、〝
個
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
出
し

て
楽
し
も
う
〟
と
す
る
や
り
方
で
活
動
し

て
い
る
の
が
特
徴
で
す
か
ね
」

ま
た
、
玉
造
黒
門
越
瓜
が
社
会
包
摂

の
場
で
育
ま
れ
て
い
る
例
も
あ
る
よ
う

だ
。
生
野
区
で
障
が
い
者
支
援
を
し
て

い
る
N
P
O
法
人
「
出
発
（
た
び
だ
ち
）

の
な
か
ま
の
会
」
で
は
、
空
き
家
の
庭

を
活
用
し
、
地
域
の
誰
も
が
つ
な
が
れ

る
場
所
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
フ
ァ
ー

ム
を
開
設
。
そ
の
畑
で
玉
造
黒
門
越
瓜

を
栽
培
し
て
い
る
。
農
作
業
を
通
じ
、
障

が
い
者
、
地
域
の
方
、
外
国
人
留
学
生
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
交
流
が
生
ま
れ

て
い
る
と
い
う
。

今
年
の
収
穫
祭
に
参
加
し
た
の
は
約
60

人
と
過
去
最
多
。
年
々
数
を
増
や
し
、
幅

広
い
年
齢
層
の
多
彩
な
顔
触
れ
が
越
瓜
作

り
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
く
の

人
び
と
の
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
た
の
は
、

「
伝
統
野
菜
で
あ
る
玉
造
黒
門
越
瓜
の
力
」

と
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
た
弘
本

由
香
里
研
究
員
は
話
す
。

「
伝
統
野
菜
は
地
域
の
歴
史
の
ひ
と
つ
で

す
か
ら
、
そ
こ
に
興
味
を
持
つ
人
は
多
い
。

そ
れ
で
気
軽
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
育
て

て
み
た
ら
、
栽
培
の
奥
深
さ
に
ハ
マ
っ
て

家
庭
、こ
ど
も
食
堂
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
フ
ァ
ー
ム

各
所
で
実
る
玉
造
黒
門
越
瓜

収穫祭当日の様子は、ＷＥＢ上で公開されている「上
町コロコロ新聞　しろうりＮＥＷＳ」でも紹介されている。

上から「越瓜とベーコン等の甘酢あんかけ」「玉造黒門
越瓜 干し鮑 白才海老 白湯煮込み」「越瓜とおにぎりの
串だんご風」。

上／収穫祭には約60人が参加。中左／加藤元樹・
薫夫妻による紙芝居。中右／ヴァイオリンを演奏す
る森下正博さん。下左／収穫祭には子どもの姿も。　
下右／中越慈子さん。

地
域
を
巻
き
込
み
、季
節
の
風
物
詩
に

し
ま
う
人
が
続
出
し
て
。
ま
さ
に
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
名
の
通
り
、
越
瓜
の
ツ
ル
が

伸
び
て
い
く
か
の
よ
う
に
、
多
く
の
人
が

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
」

さ
ら
に
弘
本
研
究
員
は
、
伝
統
野
菜
の

復
興
に
は
、
種
の
多
様
性
を
見
直
す
意
味

も
あ
る
と
語
る
。

「
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
伝
統
野
菜
が

細
々
と
で
も
残
っ
て
い
る
の
は
、
大
阪
の

周
縁
部
で
、
流
通
に
の
せ
る
よ
う
な
農
業

で
は
な
く
、
小
規
模
な
農
業
を
し
て
い
る

方
が
い
た
た
め
で
す
。
弱
く
て
ば
ら
つ
き

を
も
っ
た
種
の
多
様
性
が
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
社
会
や
環
境
の
変
化
の
圧

力
に
耐
え
て
こ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に

面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。
在
来
種
で
あ
る
伝

統
野
菜
の
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
、
人
類
、

特
に
都
市
生
活
者
は
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

最
後
に
、
今
後
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
展

望
に
つ
い
て
伺
う
と
、「
季
節
の
風
物
詩

と
し
て
定
着
さ
せ
て
い
き
た
い
」
と
抱
負

を
述
べ
た
。

「
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
ま
ち
づ
く

り
に
関
わ
る
人
や
子
ど
も
の
育
ち
を
応
援

す
る
人
な
ど
、
今
の
社
会
に
対
し
て
問
題

意
識
を
も
っ
て
活
動
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
人
が
集
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
起
点
と
な
っ
て
、
さ
ら
に
新
し
い
取
り

組
み
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
も
期
待
し
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
た
ち
の
つ
な
が
り

を
紡
ぐ
場
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
続
け
て

い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
」

江
戸
時
代
か
ら
長
い
年
月
と
多
く
の
人

の
手
を
経
て
、
今
に
つ
な
が
る
玉
造
黒
門

越
瓜
の
系
譜
。
現
在
も
人
と
地
域
、
人
と

人
を
つ
な
ぎ
、
そ
こ
に
新
た
な
物
語
を
紡

ぎ
出
し
て
い
る
。
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上／補助席を含めて満員に
なるほど、多くの参加者が
詰めかけた。
左下／認知症の人の社会参
加について熱く語る小川氏。
右下／認知症をめぐる家族
のあり方について、議論を
交わす小川氏（左奥）と池
永氏（右）。

の
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
た
。

共
に
生
き
る

︱
︱
心
を
寄
り
添
わ
せ
て

第
２
部
で
は
、
先
に
池
永
寛
明
Ｃ
Ｅ
Ｌ

顧
問
が
登
壇
。
社
会
全
体
の
問
題
点
と
し

て
、
急
速
に
失
わ
れ
て
い
く
大
阪
言
葉
と

背
景
に
あ
る
文
化
の
衰
退
、
家
族
形
態
の

変
化
に
よ
る
問
題
な
ど
を
あ
げ
、
そ
れ
に

対
応
す
る
た
め
に
も
場
と
地
域
の
力
、
家

族
の
力
を
ど
う
あ
げ
て
い
く
か
、
そ
の
た

め
に
大
切
に
な
る
の
は
文
化
で
あ
る
と

語
っ
た
。

続
い
て
小
川
氏
と
池
永
氏
の
対
談
が
行

わ
れ
た
。
家
族
形
態
の
変
化
に
よ
る
関
係

性
の
構
築
の
難
し
さ
に
つ
い
て
池
永
氏
が

問
う
と
、
小
川
氏
は
「
一
緒
の
家
に
い
る

こ
と
が
い
い
こ
と
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
」
と
し
、
ア
ニ
メ
『
も
の
の
け
姫
』
か

ら
の
言
葉
「
共
に
生
き
る
」
を
借
り
な

が
ら
、
共
に
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
や
す
い
環

境
を
考
え
、
共
に
そ
の
時
代
を
生
き
て
、

決
し
て
つ
な
が
り
が
切
れ
な
い
よ
う
に
す

る
、「
つ
な
が
り
方
」
の
模
索
が
必
要
と

話
し
た
の
が
印
象
に
残
っ
た
。

そ
の
後
参
加
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
質
問

を
も
と
に
質
疑
応
答
と
な
っ
た
が
、
専
門

的
な
内
容
か
ら
自
身
の
介
護
経
験
に
基
づ

く
も
の
ま
で
、
幅
広
い
質
問
が
多
数
寄
せ

ら
れ
た
。
参
加
者
に
と
っ
て
、
認
知
症
の

問
題
が
い
か
に
身
近
か
つ
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
か
が
う
か
が
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、

認
知
症
の「
本
質
」を
知
る

︱
︱
共
感
的
理
解
の
重
要
性

考
え
る
会
第
２
回
の
テ
ー
マ
は
「
認
知

症　

そ
れ
が
ど
う
し
た
！
と
笑
い
飛
ば
せ

る
地
域
社
会
の
未
来
」
で
あ
る
。

第
１
部
は
田
中
雅
人
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
（
Ｃ
Ｅ
Ｌ
）
所
長

の
挨
拶
の
後
、
小
川
敬
之
京
都
橘
大
学
健

康
科
学
部
教
授
が
登
壇
し
た
。
小
川
氏
は

作
業
療
法
士
な
ど
を
経
て
現
職
に
就
く
傍

ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
理
事
長
と
し
て
認
知

症
と
共
生
す
る
社
会
づ
く
り
の
実
践
活
動

に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。　

講
演
で
は
冒
頭
に
「
認
知
症
の
本
質
的

な
と
こ
ろ
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
え
れ
ば
」

と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

デ
ー
タ
等
を
提
示
し
な
が
ら
、
認
知
症
の

捉
え
方
そ
の
も
の
が
世
界
的
に
変
わ
っ
て

き
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
た
。

認
知
症
の
中
心
的
な
症
状
は
、
か
つ
て

は
記
憶
障
害
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
現

在
で
は
社
会
的
認
知
の
障
害
、
つ
ま
り
自

分
自
身
や
環
境
・
物
、
そ
し
て
人
と
の
関

係
が
崩
れ
て
い
く
「
関
係
性
の
障
害
」
と

考
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
認
知
症
の
人
は
服
を
着
る

動
作
が
う
ま
く
行
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
、

生
活
の
い
た
る
場
面
で
周
り
か
ら
は
見
え

な
い
「
つ
ま
ず
き
」「
混
乱
」
を
た
く
さ

ん
経
験
し
て
お
り
、
そ
れ
が
重
な
る
こ
と

で
不
安
や
恐
怖
感
、
絶
望
感
を
抱
い
て
し

ま
い
、
し
か
も
そ
れ
が
目
に
見
え
な
い
こ

と
が
周
囲
の
理
解
を
阻
ん
で
い
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
の
生
活
支
援
に
は
「
そ
の
人

「
要
介
護
３
で
施
設
に
入
っ
て
い
る
親
に

対
し
て
家
族
が
で
き
る
こ
と
は
」「
施
設

に
い
る
父
は
帰
宅
願
望
が
強
く
、
そ
れ
が

で
き
な
い
た
め
に
会
い
に
行
く
の
が
辛
い
。

こ
れ
か
ら
父
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
」

な
ど
、
物
理
的
に
距
離
の
あ
る
家
族
と
の

向
き
合
い
方
に
関
す
る
質
問
に
、
小
川
氏

は
自
身
の
経
験
談
も
交
え
な
が
ら
、「
大

切
な
の
は
当
事
者
の
プ
ラ
イ
ド
、
誇
り
を

守
る
よ
う
な
関
わ
り
方
を
す
る
こ
と
」
と

回
答
し
た
。
さ
ら
に
「
物
理
的
な
距
離
が

あ
っ
て
も
心
が
一
緒
に
い
る
こ
と
が
大
事
、

『
ど
う
し
て
い
る
か
な
』『
今
日
、
行
け
な

く
て
ご
め
ん
な
』
な
ど
と
、
一
日
一
回

〝
思
う
こ
と
〟
を
重
ね
て
い
く
だ
け
で
十

分
。
そ
う
す
る
こ
と
で
あ
る
時
ふ
っ
と
行

動
が
起
き
て
く
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
勇

気
づ
け
ら
れ
た
人
も
多
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
共
に
生
き
る
と
は
心
を
寄
り
添
わ

せ
る
こ
と
―
―
そ
こ
か
ら
始
め
る
こ
と
な

ら
自
分
た
ち
で
も
で
き
る
、
と
力
づ
け
ら

れ
る
時
間
と
な
っ
た
。

終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
も
満
足
度
の
高

い
回
答
が
多
か
っ
た
［
*
2
］。
考
え
る
会

は
今
後
も
引
き
続
き
、
開
催
予
定
で
あ
る
。

が
ど
の
よ
う
な
風
景
を
見
て
い
て
、
ど
の

よ
う
な
混
乱
状
況
に
陥
っ
て
い
る
の
か
を

考
え
る
こ
と
が
大
切
だ
」
と
い
う
。
こ
れ

ま
で
「
認
知
症
＝
世
話
を
必
要
と
す
る

人
」
と
い
う
偏
っ
た
視
点
だ
け
で
捉
え
て

い
た
こ
と
を
痛
感
し
な
が
ら
、
小
川
氏
の

最
後
は
認
知
症
を
特
別
な
病
気
と
し
て

捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
症
状
も
包
み

込
む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
生
や
、「
だ
い

た
い
仕
事
、
た
ま
に
ケ
ア
」
と
い
っ
た
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
が
構

築
で
き
る
よ
う
な
、「
認
知
症
、
そ
れ
が

ど
う
し
た
」
と
言
え
る
日
本
に
な
れ
ば
と

言
う
認
知
症
の
「
本
質
」
を
知
る
キ
ー

ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
は
、
当
事
者
の
混
乱
や

不
安
も
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
「
共
感
的

理
解
」
で
あ
ろ
う
か
、
と
感
じ
た
。

さ
ら
に
認
知
症
の
人
に
は
「
で
き
る
こ

と
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
で
き
る
こ
と
で
元

気
に
な
る
」
と
し
、
先
に
あ
げ
た
服
の
着

方
で
混
乱
が
始
ま
っ
た
場
合
に
は
、「
仕

切
り
な
お
す
」
こ
と
で
、
で
き
る
は
ず
の

自
分
（
プ
ラ
イ
ド
）
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と

い
う
実
例
や
、
認
知
症
で
あ
っ
て
も
有
償

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
形
で
働
く
宮
崎
や
京
都

の
施
設
で
の
事
例
を
あ
げ
た
［
＊
1
］。

第2回「高齢社会2030を考える会」

実施日　2019年5月28日　17：30 ～ 19：30

会場　グランフロント大阪
　　　大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所
　　　都市魅力研究室

主催　大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所

2030年の超高齢社会を見据え、地域でしなけれ
ばならないことを参加者とともに検討する。第2
回は、京都橘大学健康科学部教授の小川敬之氏
をゲストに迎え、認知症患者との共生社会づくり
の方向性を解説していただき、議論を交わした。

注＊
1
・
2　

事
例
や
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
C
E
L
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
遠
座
俊
明
研
究
員
の

レ
ポ
ー
ト
参
照
。http://w

w
w
.og-cel.jp/inform

ation/12
80104_15932.htm

l

認
知
症
の
本
質
を
知
り
、共
に
生
き
る
た
め
に

―
―
第
2
回
「
高
齢
社
会
2
0
3
0
を
考
え
る
会
」
報
告

加
藤
し
の
ぶ
＝
取
材
・
執
筆

2
0
3
0
年
に
迎
え
る
超
高
齢
社
会
の
具
体
的
な
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
、

今
取
り
組
む
べ
き
こ
と
を
参
加
者
と
考
え
よ
う
と
始
ま
っ
た
の
が

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
主
催
「
高
齢
社
会
2
0
3
0
を
考
え
る
会
」
だ
。

そ
の
第
2
回
が
2
0
1
9
年
5
月
28
日
に
開
催
さ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
「
認
知
症
」。

参
加
者
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
の
認
知
症
へ
の
意
識
を
変
え
る
、
有
意
義
な
も
の
と
な
っ
た
。
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池
永
寛
明

い
け
な
が
・
ひ
ろ
あ
き

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
顧
問
。
1
9
5
5
年
、

大
阪
市
生
ま
れ
。
82
年
大
阪
ガ

ス
入
社
後
、
天
然
ガ
ス
転
換
部

に
て
人
事
勤
労
、
営
業
部
門
に
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に

関
わ
る
。
日
本
ガ
ス
協
会
に
て
企
画
部
長
と
し
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
制
度
設
計
対
応
を
担
務
。
大
阪
ガ
ス

帰
社
後
、
北
東
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
営
業
部
長
、
近
畿
圏
部

長
を
経
て
2
0
1
6
年
に
同
研
究
所
所
長
に
。

2
0
1
9
年
よ
り
現
職
。

「
私
た
ち
が
考
え
る
万
博
」
連
載
第
１
回
（
前
号
）

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
博
覧
会
が
行
わ
れ
た
背
景
に
つ

い
て
考
察
し
ま
し
た
。
そ
の
視
点
と
し
て
重
要
な
の

は
、
過
去
の
万
博
を
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
目
線
で
語
る

の
で
は
な
く
、
過
去
か
ら
現
代
・
未
来
に
つ
な
が
る

「
時
代
の
潮
流
・
変
化
の
構
造
」
で
捉
え
る
こ
と
で

す
。
1
9
0
3
（
明
治
36
）
年
の
第
5
回
内
国
勧
業

博
覧
会
に
は
じ
ま
る
大
阪
で
行
わ
れ
た
主
要
な
博
覧

会
の
流
れ
か
ら
、
殖
産
興
業
や
教
育
、
消
費
文
化
の

普
及
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
都
市
・
産
業
戦
略
の
一
環

と
し
て
開
催
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
1
0
0
年
の
計
で
大
阪
の
近
代
化
を
も

く
ろ
ん
だ
、「
大
大
阪
」
に
至
る
明
快
な
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
が
背
景
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、
今
回
か
ら
は
「
大

阪
・
関
西
万
博
2
0
2
5
に
私
た
ち
は
何
を
盛
り

こ
み
た
い
か
」
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
論
の
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
大
阪
・
関
西
万
博

会
議
～
ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン
～
」
が
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ

タ
ル
で
立
ち
あ
が
り
、
す
で
に
5
回
に
わ
た
り
会
議

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン
で
の
活
発

な
議
論
の
な
か
で
得
た
知
見
と
「
ル
ネ
ッ
セ
（
再
起

動
）」
戦
略
を
掛
け
あ
わ
せ
て
、
今
私
が
考
え
る
万

博
を
お
話
し
し
ま
す
。

博
覧
会
が
都
市
・
産
業
戦
略
の
一
環
で
行
わ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
「
大
阪
・

関
西
万
博
2
0
2
5
」
を
考
え
る
場
合
、
押
さ
え

る
べ
き
事
項
と
し
て
「
万
博
を
大
阪
・
関
西
で
開
催

す
る
必
然
性
・
現
代
性
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

1
4
0
0
年
の
歴
史
を
も
ち
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

の
終
着
点
で
も
あ
る
関
西
は
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
と
日
本
の
本
質
を
融
合
し
、「
日
本
的
な
る
も

の
」
と
い
え
る
独
自
の
洗
練
さ
を
生
み
出
し
続
け
て

き
ま
し
た
。
日
本
人
の
知
性
と
感
性
を
も
っ
て
、
日

本
モ
ー
ド
（
様
式
）
化
す
る
と
い
う
翻
訳
・
編
集
力

に
長
け
て
お
り
、
コ
ー
ド
を
モ
ー
ド
化
す
る
た
め
の

ベ
ー
ス
と
な
る
基
盤
で
あ
る
「
日
本
プ
ロ
ト
コ
ル
」

を
生
み
出
し
て
い
る
地
で
す
。

C
E
L
で
3
年
に
わ
た
り
進
め
て
き
た
「
ル
ネ
ッ

セ
（
再
起
動
）」
の
概
念
に
通
じ
る
の
で
す
が
、「
大

阪
・
関
西
万
博
2
0
2
5
」
が
世
界
に
提
案
す
る

も
の
の
核
と
し
て
、
日
本
の
現
状
を
明
確
に
押
さ
え
、

大
阪
・
関
西
の
も
つ
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
本
質

（
コ
ー
ド
）
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
再
編
集
し
日
本

モ
ー
ド
化
し
て
日
本
の
再
起
動
に
結
び
付
け
て
い
く

こ
と
が
重
要
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
日
本
的
な
る
も
の
」
を
つ
く
る
「
日
本
プ
ロ
ト
コ

ル
」
を
生
み
出
し
続
け
て
き
た
大
阪
・
関
西
で
開
催

都
市
戦
略
と
し
て
の
万
博

「
日
本
的
プ
ロ
ト
コ
ル
」を
生
み
出
し
た

大
阪
・
関
西
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と

す
る
と
い
う
必
然
性
を
こ
の
万
博
に
ど
う
埋
め
込
む

か
、
ど
う
発
信
し
て
い
く
か
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
博
覧
会
の
背
景
に

1
0
0
年
の
計
で
大
阪
の
近
代
化
の
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
次
な
る
1
0
0
年
先

の
社
会
に
向
け
た
実
験
場
と
し
て
、
将
来
に
向
け
た

都
市
・
産
業
戦
略
を
描
き
、「
大
阪
・
関
西
万
博

2
0
2
5
」
に
て
実
験
・
検
証
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

も
立
ち
あ
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン
で
は
「
こ
ん
な
『
大
阪
・
関
西

万
博
2
0
2
5
』
に
し
た
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
か

ら
議
論
を
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
あ
が
っ
た
の
は

超「技術」×超「感性」
――人間とはなにかを追求
●リアル×バーチャルという単純な図式にとどまらない
　超「技術」×超「感性」を具現化。
● 技術を超えるとは、人間とはなにかを追求するということ。
●これからの社会における中核的思考とそれをつくり出す方法論の提示。

超「時間」×超「場所」
――世界はひとつ。世界をひろげる「時空間」を創出
●「いのち輝く未来社会のデザイン」（今回の万博のテーマ）に向けて、
　IoT、AI、ロボット、VR、5Gなど最先端技術と、世界の文化とを
　融合して、新たな価値をつくりあげる実験場。
●さらに進化する技術と社会の融合により、時間と場所の
　ボーダレス化、これまでの「時間と場所」の概念を超える社会実験場。

超「交流」×超「混合」
――世界から「日本」に来たいと思う「理由」をつくる
● 1970年万博の「月の石」を超えるモノ・コトはなにか。
● 1400年以上も日本の中心地として日本的な文化を生み出し続けて
　きた大阪・関西がもつ世界各国・地域との交流と混じりあい、
　新たな価値を創造し続けてきた「日本的プロトコル」とはなにかを示す。
● IoT、AI、VRを超えるモノ、会場に来ないとできないコト、
　観られないコト、語れないコト、体験できないコト、
　参画できないコトを会場および会場外で実現（とりわけ、大阪・
　関西に足をはこばないと体験できない、日本料理、人形浄瑠璃、
　歌舞伎、茶道・華道・書道・建築・庭園・料理など日本的ミニマリ
　ズム経験を通して、それらの「本質」と「プロセス」を学ぶ場に）。

超「万博」
――これまでの万博の常識を超える「つながりあう万博」
● 大阪・関西万博は180日間のイベントだけでなく、「過去×現在×未来」
　をつなぎ（超「時間」）、　「大阪会場×関西×世界」をつなぎ（超「会
　場」）、2020年から数えて「万博前5年×万博2025×万博後5年」の
　10年間がつながりあう（超「会期」）万博とする。
●「世界はひとつ、世界はつながる」を目指し、これまでの人類の
　さまざまな技術と文化の伝播・つながりを世界各国からの参加で
　体感いただき、世界とのつながりの形と未来の姿を示す。

「大阪・関西万博2025」を象徴して、
ずっと生き続けるシンボルづくり
●「日本的なるもの」をつくり続けた大阪・関西・日本を象徴する
　「日本の聖地」をソフト・ハードを構築して将来につなげていく。
● 万博のシンボルをつくる。
　大阪・関西――通天閣、そして太陽の塔からアマテラスタワーへ。

史上№１の万博「超万博」に向けた5つの考え方

「
や
る
か
ら
に
は
、
史
上
№
１
の
万
博
に
し
た
い
」

で
し
た
。
史
上
№
１
＝
こ
れ
ま
で
の
万
博
を
超
え
る

―
―
つ
ま
り
、「
超
万
博
」。
言
葉
だ
け
な
ら
ば
簡
単

で
す
が
、
現
実
問
題
と
し
て
い
か
に
「
超
」
え
る
か
。

70
年
万
博
の
頃
の
よ
う
に
「
現
場
（
会
場
）
が
す
ご

い
」
と
い
う
だ
け
で
人
が
集
ま
る
時
代
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
か
と
い
っ
て
バ
ー
チ
ャ
ル
を
駆
使
し
た
技
術

偏
重
で
も
い
け
な
い
。
単
純
な
「
リ
ア
ル
×
バ
ー

チ
ャ
ル
」
と
い
っ
た
枠
組
み
を
超
え
る
「
超
感
性
」

を
い
か
に
発
見
・
創
造
・
提
示
で
き
る
か
が
重
要
で

す
。こ

こ
で
は
、「
史
上
№
１
の
万
博
『
超
万
博
』
に

向
け
た
5
つ
の
考
え
方
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ナレッジキャピタルで開催されている「大阪・関西万博会議～ワイガヤサロン～」第3回の様子。世代を超
えた熱心な討議が繰り広げられている。写真提供／ナレッジキャピタル

 

私
た
ち
が

考
え
る
万
博

大
阪
・
関
西
万
博
２
０
２
５
に

盛
り
こ
み
た
い
も
の

2
第

回

開
催
を
6
年
後
に
控
え
た
2
0
2
5
年
大
阪
・
関
西
万
博
。

1
9
7
0
年
の
大
阪
万
博
か
ら
55
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
る

万
博
を
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
。
池
永
寛
明
大
阪
ガ
ス
㈱

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
顧
問
を
中
心
に
「
大
阪
・
関

西
万
博
会
議
～
ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン
～
」
な
ど
を
通
じ
て
、

多
角
的
に
考
察
し
て
い
く
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
大
阪
・

関
西
万
博
2
0
2
5
に
盛
り
こ
み
た
い
も
の
」
で
あ
る
。

構
成
＝
加
藤
し
の
ぶ
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安
心
、
防
災
、
日
想
観
な
ど
祈
り
の
場
で
あ
り
、
ま

た
聖
地
巡
礼
の
場
、
観
光
地
と
し
て
、
土
木
・
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
、
情
報
や
環
境
、
モ
ビ
リ
テ
ィ
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
ど
日
本
技
術
を
結
集

さ
せ
て
つ
く
る
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー
と
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

「
史
上
№
１
の
万
博
『
超
万
博
』
に
向
け
た
5
つ

の
考
え
方
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
案
も
あ
げ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
④
に
関
連
し
た
も
の
と
し

て
、
7
5
2
（
天
平
勝
宝
4
）
年
に
奈
良
・
東
大
寺

こ
れ
ま
で
の
万
博
を
ど
う
「
超
」
え
る
か
を
盛
り

こ
み
な
が
ら
、
大
阪
・
関
西
の
地
で
世
界
各
国
・
地

域
間
が
「
交
流
・
融
合
・
混
じ
り
あ
っ
て
き
た
」
プ

ロ
セ
ス
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
方
法
論
や
、
次
の
時

代
へ
の
あ
る
べ
き
姿
・
展
開
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
技
術
と
実
社

会
を
「
ど
う
結
び
付
け
て
い
く
か
」
と
い
う
こ
と
。

技
術
そ
の
も
の
は
進
化
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
人
と

社
会
と
乖
離
し
て
い
る
事
象
が
増
え
て
い
ま
す
。
技

術
は
社
会
に
貢
献
し
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
も
の
は
、「
洗
練
す
る
、

繰
り
返
す
」
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
「
文
化
」
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
繰
り

返
し
お
話
し
し
て
き
た
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ン

ス
ク
ー
ル
の
C
E
O
で
あ
る
シ
モ
ー
ナ
・
マ
ス
キ

氏
が
語
っ
た
「
技
術
と
社
会
を
つ
な
ぐ
の
は
文
化
で

あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
万
博
が
目
指
す
も
の
の
本

質
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
と
も
な
っ
て
い
る
と
あ
ら
た
め

て
感
じ
て
い
ま
す
。

5
つ
の
提
案
の
な
か
で
、
唯
一
「
超
」
の
単
語
が

入
ら
な
い
⑤
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
な
か
で
こ
う
し

た
シ
ン
ボ
ル
が
要
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
第
4

回
パ
リ
万
博
で
の
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
、
京
都
で
の
第
4

回
内
国
博
に
お
け
る
平
安
神
宮
、
大
阪
の
第
5
回
内

国
博
跡
地
開
発
で
つ
く
ら
れ
た
通
天
閣
、
そ
し
て
70

年
万
博
で
の
太
陽
の
塔
な
ど
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
タ

ワ
ー
な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
時
代
の

人
々
の
心
お
よ
び
技
術
を
結
集
す
る
最
適
な
表
現
法

で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
「
大
阪
・
関
西
万
博
会
議
～
ワ
イ
ガ
ヤ
サ

で
盧る

舎し
や

那な

大
仏
像
完
成
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
開

眼
供
養
会
を
A
I
・
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
っ
た
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
形
式
で
再
現
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。
開
眼
供
養
会
で
は
、
唐
楽
、
高こ

麗ま

楽
、

林り
ん

邑ゆ
う

（
ベ
ト
ナ
ム
周
辺
）
楽
な
ど
の
国
際
色
豊
か
な

数
々
の
舞
楽
が
奉
納
さ
れ
、「
雅
楽
」
と
し
て
現
代

に
承
継
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
世
界
と
の
交

流
の
歴
史
的
瞬
間
を
最
新
技
術
を
も
っ
て
再
現
で
き

た
ら
面
白
い
だ
ろ
う
と
感
じ
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
、「
50
年
後
、
1
0
0
年
後
を
見
つ
め

ロ
ン
～
」
で
も
、
日
本
の
聖
地
巡
礼
の
場
、
未
来
へ

の
灯
台
と
し
て
タ
ワ
ー
を
つ
く
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
提
案
し
ま
し
た
。
名
称
は
天
を
照
ら
す
と
い

う
意
味
を
こ
め
て
「
ア
マ
テ
ラ
ス
タ
ワ
ー
」、
建
設

場
所
と
し
て
生
駒
山
の
山
頂
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
な

ぜ
生
駒
山
か
と
い
う
と
、
大
阪
が
大
阪
湾
と
瀬
戸
内

海
、
生
駒
山
と
六
甲
山
に
包
ま
れ
た
地
で
あ
り
、
北

に
京
都
・
滋
賀
・
福
井
、
南
に
奈
良
・
和
歌
山
、
東

に
三
重
・
岐
阜
・
愛
知
、
西
に
兵
庫
・
四
国
と
東
西

南
北
を
見
晴
る
か
す
地
で
あ
る
か
ら
で
す
。
山
頂
か

ら
見
る
夕
日
の
美
し
さ
は
た
と
え
よ
う
も
な
く
、
ま

た
会
場
と
な
る
夢
洲
か
ら
も
見
え
ま
す
。
日
本
的
な

る
も
の
の
原
風
景
の
生
駒
山
山
頂
に
、
安
寧
、
安
全
、

次
世
代
に
夢
を
与
え
、力
と
な
る
万
博
に

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
―
未
来
の
種
を
ま
く
『
ミ
ラ
イ

プ
ロ
』」
と
題
し
、
か
つ
て
70
年
万
博
を
見
た
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
こ
で
得
た
感
動
が
そ
の
後
の

力
に
な
っ
た
よ
う
に
、「
大
阪
・
関
西
万
博
2
0
2
5
」

で
、
今
の
子
ど
も
た
ち
に
夢
を
与
え
、
未
来
を
つ
く

る
き
っ
か
け
に
な
る
ア
ー
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
・
サ
イ

エ
ン
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
テ
ー
マ
と
し
た
コ
ン
テ

ン
ツ
づ
く
り
や
メ
デ
ィ
ア
開
発
を
行
う
と
い
う
ア
イ

デ
ア
も
あ
り
ま
し
た
。

私
自
身
、
70
年
万
博
開
催
時
は
小
学
校
5
年
生
、

会
場
に
は
何
度
も
通
い
ま
し
た
。
外
国
人
が
た
く
さ

ん
い
て
会
場
内
の
お
祭
り
広
場
で
毎
日
踊
っ
て
い
て
、

と
て
つ
も
な
い
明
る
い
場
だ
っ
た
と
い
う
印
象
が
あ

り
ま
す
。
今
回
の
万
博
も
、「
大
阪
・
関
西
・
日
本

が
面
白
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
め
な
が
ら
、

次
世
代
に
と
っ
て
よ
い
刺
激
と
も
、
将
来
の
力
と
も

な
る
場
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
大
阪
・
関
西
万
博
会
議
～
ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン
～
」
は
今
後
も

継
続
的
に
開
催
し
ま
す
。
ほ
か
に
も
万
博
に
関
連
し
た
イ
ベ
ン

ト
が
随
時
行
わ
れ
て
い
く
予
定
で
す
。

1912（明治45）年、第5回内国勧業博覧会跡地にルナパークとともに建設された初代通天閣。
写真提供／ MeijiShowa ／アフロ

70年万博当時、太陽の塔はお祭り広場の大屋根から塔の上半分がつき出すように建っていた。
写真提供／ Picture Alliance ／アフロ

多様な専門分野から参加者が集い、それぞれの知見から自由な発想で万博を語り合う。
継続的な意見交換が新たな万博像を創出する。写真提供／ナレッジキャピタル

■図: 「交流」と「混合」から生まれる新たなスタイル

都市戦略　　　　産業戦略　　　　生活戦略

人

時間 場所 世代 世界社会 技術

ライフスタイル・ビジネススタイル・
ソーシャルスタイル

つながりあう
混じりあう
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こ
れ
は
、
み
な
さ
ん
の
共
感
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
自

信
に
基
づ
い
て
提
言
す
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、
地
元
っ
て
い
い

で
す
よ
ね
。
大
好
き
で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
か
。

奈
良
出
身
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
自
然
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ

う
か
。
な
ぜ
か
地
元
が
好
き
で
た
ま
ら
な
い
ん
で
す
。
地
元
に

恩
返
し
を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
、
年
々
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

思
え
ば
、「
奈
良
な
ん
か
な
ん
も
な
い
」
と
い
う
讒ざ

ん

言げ
ん

を
聞

い
て
育
ち
ま
し
た
。
子
供
の
頃
は
確
か
に
、
奈
良
は
海
も
な
い

し
、
空
港
も
な
い
し
、
背
の
高
い
ビ
ル
も
な
い
し
と
、
都
会
や

ド
ラ
マ
と
の
格
差
に
嘆
息
を
も
ら
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
今
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
あ
の
大
人
た
ち
の
讒
言
は
、
た

だ
遠
慮
が
ち
な
人
が
奈
良
の
こ
と
を
卑
下
し
て
言
っ
て
た
だ
け

や
ん
、
と
確
信
で
き
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
奈
良
に
は
な
ん
も

な
い
こ
と
な
く
、
な
ん
や
か
ん
や
あ
る
の
で
す
。

ま
ず
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
日
本
史
の
教
科
書
で
、
一
番
初

め
に
出
て
く
る
航
空
写
真
と
い
え
ば
、
古
墳
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
し
か
も
、
先
日
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
堺

や
百も

ず
舌
鳥
の
古
墳
群
よ
り
も
先
に
登
場
す
る
の
が
、
奈
良
の

箸
墓
古
墳
な
の
で
す
。
箸
墓
古
墳
は
、
古
墳
時
代
初
期
の
築

造
で
あ
り
、
巨
大
な
前
方
後
円
墳
で
は
最
古
の
も
の
と
も
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
の
も
納
得
で
き

ま
す
。
個
人
的
に
は
こ
れ
が
誇
ら
し
く
て
誇
ら
し
く
て
、
し
ょ

う
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
航
空
写
真
に
は
、

う
ち
の
畑
が
写
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

次
に
、
美
し
い
川
が
あ
り
ま
す
。
山
に
蓄
え
ら
れ
た
水
源
は
、

自
然
の
浄
水
器
を
通
し
て
川
の
上
流
か
ら
下
流
へ
と
流
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
先
人
た
ち
の
努
力
に
よ
る
灌
漑
の
お
か
げ
で
、

奈
良
の
平
野
部
に
も
そ
の
美
し
い
水
が
流
れ
込
ん
で
お
り
、
そ

の
水
に
育
て
ら
れ
た
稲
穂
に
は
、
無
類
の
米
が
実
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
め
ち
ゃ
う
ま
い
ご
飯
が
炊
け
ま
す
。
お
に
ぎ
り
に
し

て
み
て
も
、
抜
群
に
そ
の
よ
さ
が
伝
わ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
川
の
ほ
と
り
で
や
る
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
は
楽
し
い
で
す
し
、

釣
り
も
で
き
ま
す
。
釣
れ
た
鮎
や
ア
マ
ゴ
を
炭
で
焼
く
と
、
ビ
ー

ル
を
お
か
わ
り
し
た
く
な
り
ま
す
。
川
面
は
日
の
光
を
い
つ
も
上

手
に
跳
ね
返
し
て
い
て
、
一
回
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て
か
ら
広
げ

て
み
た
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
の
よ
う
に
輝
い
て
い
ま
す
。
片
手
に
ビ
ー

ル
、
も
う
一
方
の
手
に
魚
の
串
、
周
り
を
伺
う
と
、
お
に
ぎ
り
が

ま
だ
あ
と
少
し
残
っ
て
い
て
、
最
高
の
歓
声
を
上
げ
る
わ
け
で
す
。

あ
と
奈
良
の
大
事
な
存
在
と
し
て
、
ラ
ー
メ
ン
屋
が
あ
り
ま

す
。
ラ
ー
メ
ン
屋
な
ら
ど
こ
に
で
も
あ
る
と
失
笑
さ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
奈
良
に
は
、
や
ば
い
く
ら
い
お
い
し
い
ラ
ー

メ
ン
屋
が
あ
る
の
で
す
。
ま
た
近
年
で
は
、
県
内
の
い
た
る
と

こ
ろ
に
ラ
ー
メ
ン
屋
が
立
ち
並
び
、
激
戦
区
を
形
成
す
る
ほ
ど

に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
全
国
的
に
み
る
と
奈
良
に
お
け

こ
こ
ま
で
、
奈
良
の
魅
力
を
並
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

読
者
の
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
だ
け

地
元
に
恩
返
し
が
で
き
た
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
で
は
こ

こ
か
ら
、
奈
良
以
外
の
い
ろ
ん
な
地
域
に
で
き
る
だ
け
恩
返
し

を
し
ま
す
。

箸
墓
古
墳
の
航
空
写
真
を
載
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
山
川
出

版
社
さ
ん
は
、
東
京
に
本
社
を
構
え
る
出
版
社
さ
ん
で
す
。
東

京
の
お
か
げ
で
、
奈
良
の
古
墳
が
全
国
に
紹
介
し
て
い
た
だ
け

ま
し
た
。

雨
と
な
っ
て
奈
良
の
山
々
に
降
り
注
い
だ
水
は
、
和
歌
山
な

ど
南
方
の
県
か
ら
上
昇
気
流
に
乗
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
水
だ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
に
ぎ
り
に
し
て
も
、
海
の
あ
る
都
道

府
県
か
ら
塩
と
海
苔
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
ら
と
融
合
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
奈
良
の
米
を
引
き
立
て
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ま
た
、
ラ
ー
メ
ン
、
野
菜
、
豚
肉
、
鶏
肉
、
牛
肉
と
、
京
都

や
兵
庫
な
ど
で
培
わ
れ
た
ア
イ
デ
ア
は
、
奈
良
の
食
文
化
を
も

向
上
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
大
阪
の
U
S
J
は
遊

園
地
の
最
高
傑
作
で
す
し
、
滋
賀
の
ニ
ュ
ー
び
わ
こ
健
康
サ

マ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
地
域
に
優
れ
た
施
設
が
あ

り
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
地
元
っ
て
、
最
高
で
す
よ
ね
。

る
ラ
ー
メ
ン
屋
の
店
舗
数
は
少
な
く
、
人
口
10
万
人
あ
た
り
の

ラ
ー
メ
ン
屋
店
舗
数
と
い
う
デ
ー
タ
で
み
る
と
、
47
位
、
な
ん

と
全
国
最
下
位
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
す
ご
い
ん
で
す
。
ま
ず

い
店
が
ま
ず
「
な
い
」
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
す
。
し
か
も
、

奈
良
に
は
古

い
に
し
えか

ら
三
輪
そ
う
め
ん
と
い
う
名
産
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
め
ん
は
そ
う
め
ん
で
日
本
一
の
味
と
コ
シ
を
誇
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
な
の
に
ま
だ
、
ラ
ー
メ
ン
で
も
日
本
一
に
な
ろ
う
と

し
て
い
る
の
で
す
。

お
そ
ら
く
、
三
輪
そ
う
め
ん
の
お
か
げ
で
舌
を
上
等
に
さ
せ

た
奈
良
の
少
年
少
女
が
、
麺
類
の
虜と

り
こ

と
な
り
、
そ
の
追
求
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
傑
作
が
、
奈
良
の
極
上
ラ
ー
メ
ン
と
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
ラ
ー
メ
ン
の
上
部
や
ス
ー
プ
に
は
、
大
和
野
菜

や
ヤ
マ
ト
ポ
ー
ク
、
大
和
肉
鶏
な
ど
が
各
々
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
発
揮
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

大
和
牛
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
起
源
を
遡
れ
ば
、
神
武
天
皇
が

大
和
国
で
牛
肉
を
食
し
た
と
思
わ
れ
る
記
述
も
残
る
ほ
ど
、
歴

史
の
あ
る
食
肉
で
す
。

ま
た
昨
今
、
あ
ち
こ
ち
で
姿
を
消
し
て
い
く
の
が
、
遊
園
地

で
す
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
や
U
S
J
な
ど
、
海
外
産
の
テ
ー

マ
パ
ー
ク
に
人
口
が
集
中
し
て
し
ま
っ
た
産
業
に
お
い
て
、
日

本
産
の
遊
園
地
は
も
は
や
国
産
牛
肉
に
並
ぶ
上
質
感
が
あ
り
ま

す
。
さ
て
、
奈
良
に
は
生
駒
山
上
遊
園
地
が
あ
り
ま
す
。
見
晴

ら
し
の
い
い
山
の
頂
に
、
花
が
咲
き
誇
る
見
事
な
テ
ー
マ
パ
ー

ク
が
根
強
く
君
臨
し
て
い
ま
す
。

奈
良
健
康
ラ
ン
ド
も
あ
り
ま
す
。
健
康
に
な
れ
る
の
は
も
ち

ろ
ん
、
遊
具
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
吉
本
新
喜
劇
も
や
っ
て

い
ま
す
。

て
つ
お
　
漫
才
コ
ン
ビ
「
笑
い
飯
」
の
ボ
ケ
・
ツ
ッ
コ
ミ
担
当
。

1
9
7
4
年
奈
良
県
生
ま
れ
。
吉
本
興
業
所
属
。
第
10
回
M‒

1
グ
ラ

ン
プ
リ
2
0
1
0
優
勝
を
は
じ
め
、
数
々
の
受
賞
歴
あ
り
。
2
0
1
2

年
に
は
奈
良
市
観
光
特
別
大
使
に
任
命
さ
れ
、
寺
社
や
古
墳
を
中
心
に

奈
良
県
の
魅
力
を
発
信
す
る
な
ど
幅
広
く
活
躍
し
て
い
る
。

奈
良
の
倭
の
奴
の
国
宝

文
＝
哲
夫
（
笑
い
飯
）

Tetsuo (W
araim

eshi)

画
＝
浅
妻
健
司
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「内や外」「過去と現在」をつなぎ、地域やコミュニティのより良い形を考えるため、
「よそ者」の役割を見直すことは何らかの手がかりになるのではないでしょうか。

今号で紹介した事例の理解をより深める助けとなる10冊を選びました。『関係人口をつくる
──定住でも交流でもないローカルイノベーション』

「過疎」という言葉の発祥地とされる島根県。自
らをローカルジャーナリストと名乗る筆者が、自
身の出身地でもある島根県に向き合うなかで、

「関係人口」という新たな潮流に光を見出した経
緯が丁寧に綴られている。関係案内所「しまコ
トアカデミー」のあり方や、関わるキーパーソン
たちの役割など分かりやすく解説される。

田中輝美＝著
木楽舎／ 2017年

『コミュニティをエンパワメント
するには何が必要か
──行政との権力・公共性の共有』
世界各地の事例を取り上げながら、コミュニティを
めぐる問題を考察。そのうえで著者は、コミュニティ
の可能性は社会的包摂にあると見定め、その実現
に向けた、国家や行政と共存するコミュニティを
構築するための道程を示している。

マリリン・テイラー＝著
牧里毎治、金川幸司＝監訳
ミネルヴァ書房／ 2017年

『多主語的なアジア
（杉浦康平デザインの言葉）』
日本のグラフィックデザイン界を牽引してきた杉
浦康平の執筆、対談などをまとめたシリーズの第
１弾。今号でも語られている「多主語的」という
キーワードをアジア各国の図像から読み解き、そ
の意味を提示している。西欧的な価値観のオル
タナティブとしてのアジア―日本の美意識を考え
るうえで、著者の言葉は大きな指針となる。

杉浦康平＝著
工作舎／ 2010年

『新 移民時代
──外国人労働者と共に生きる社会へ』
アジアの玄関口である九州のブロック紙・西日本
新聞で、2016年12月から展開されたキャンペー
ン報道「新 移民時代」が一冊に。すでに立派な
移民「当事国」となったこの国で暮らす外国人の
実像や、彼らなしでは成り立たない日本社会の
現実をあぶりだし、さらなる議論の深化と具体
的方策の道筋を示す。

西日本新聞社＝編
明石書店／ 2017年

『異和共生のまちづくり
──暮らしても、遊んでも、働いても面白いまちへ再変革』
今号で紹介した「ヨリドコ 大正メイキン」にも関
わる名物区長（元大正区・現港区）による著書。
大阪に明治期以降根付いた沖縄文化と元からあ
る大阪文化との異文化対立や、新興勢力と既存
勢力の軋轢など、さまざまな対立構造こそが活
性化を阻害しているとし、異和共生を唱え問題を
解消していく。地元への熱い想いも伝わる良著。

筋原章博＝著
セルバ出版／ 2017年

『［新版］アメリカ大都市の死と生』
1950年代のアメリカの建築、街区、都市開発の
事例を、市民活動家でもあった著者ならではの内
的視点で考察しつつ、近代都市計画への批判を
展開。都市とは明らかに複雑に結びついている有
機体であると説き、その多様性の魅力に言及する
理論はそれまでになく、都市論の古典とされてい
る。都市の魅力の源泉である賑わいとコミュニティ
の役割を明確に示しており、現代にも十分通じる。

ジェイン・ジェイコブズ＝著　山形浩生＝訳
鹿島出版会／ 2010年

『コンテンツが拓く地域の可能性
──コンテンツ製作者・地域社会・ファンの 
       三方良しをかなえるアニメ聖地巡礼』
著者によれば、アニメ聖地巡礼による「三方良し」
の実現は、意外に難しいという。その課題解決の
視座を当事者それぞれの立場から描写。よそ者
であるファンと地域との間で、関係人口という絆
が育っていくプロセスを、理論的な背景とドキュメ
ンタルな事例研究を通じて立体的に構成する。

大谷尚之、松本淳、山村高淑= 著
同文館出版／ 2018年

『［増補］無縁・公界・楽
──日本中世の自由と平和』
日本史における新たな中世像を構築するとともに、
民俗学・文化人類学が中心だった「異人論」研究
に、歴史学からの視座を提供した決定的一冊。
あえて既成の社会集団と縁を切った漂泊民、内
と外の境界にあって行き場のない人びとのアジー
ルとなった自治都市・縁切寺など、本書で発見さ
れたテーマは今も新鮮な驚きに満ちている。

網野善彦＝著
平凡社ライブラリー／ 1996年

『民主主義を学習する
──教育・生涯学習・シティズンシップ』
著者は世界的な注目を集めるオランダの教育哲
学者。公共的な事柄に積極的にコミットし、異
なる意見を持つ他者と共に社会を形成する「政
治的主体」を育むためのシティズンシップ教育の
あり方が説かれる。コミュニティを築くうえで欠
かせない、市民性のあり方を見直す一冊となる。

ガート・ビースタ＝著
上野正道、藤井佳世、中村（新井）清二＝訳　
勁草書房／ 2014年

8

『異人論とは何か
──ストレンジャーの時代を生きる』
日本の思想界に“異人旋風”が吹いて30年あまり。
かつての理論的蓄積を土台に、若手研究者が民
俗学、歴史学、文学、社会学、心理学、メディ
ア論、経済学といった幅広い視点から異人論を
掘り下げる一冊。異人＝よそ者を脱構築的に問い
直す各々の手際は、この分野の豊かな到達と尽
きせぬアクチュアリティを物語る。

山泰幸、小松和彦＝編著
ミネルヴァ書房／ 2015年
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地域と時間をつなぐ
「よそ者」の役割を考えるための10冊
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CELホームページ
http://www.og-cel.jp/

エネルギー・文化研究所（CEL）の活動内容や
情報誌「CEL」バックナンバーをご覧になれます。
※CELホームページに掲載する「読者アンケート」にご協力願います。

Facebookページ
https://www.facebook.com/osakagas.cel

「よそ行きの服」、「よその家」、「よそよそしい」……。

「よそ＝余所・他所」とは「自分の属している家庭や

団体以外のところ。自分とは関係のない所、人、物」のことで、

この「よそ」という言葉を聞くと、ネガティブな印象を受ける方

がおられるかもしれないが、これからの日本のまちづくりにとっ

て、「よそ者」は地域と時間をつなぐ役割をもつ者として、その

活躍が大いに期待されている。

「よそ者」が活躍する例として、シンガポールをご紹介したい。

1965年に、マレーシアから追放される形で独立を余儀なくされ

た小国は、インドネシアなど近隣の列強から身を守ることに加

えて、資源のない国土での発展をはかるため、関税なしの自由

貿易の推進など、徹底した外国企業の受け入れをはかった。

国土面積が東京都23区と大差はなく、人口が600万人弱にも

かかわらず、世界競争力ランキングでは第1位［＊］という地位を

築くまでに成長した主因は、外国人・企業という「よそ者」の受

容度の大きさだと思う。

日本も明治維新において、鎖国をやめ、西洋文化＝「よそ者」

の受け入れを積極的にはかったことにより、列強に名を連ねる

ようになった歴史がある。つまり、「よそ者」を受け入れる時、国

や地域が大きく発展するように思う。

では、なぜ、「よそ者」を受け入れ、彼らが闊歩する時、発展す

るのか。「よそ者」は、余所の世界も知るため「ウチ」と「ソト」の

両方の視点・観点を有しており思考がダイバーシティに富むこと、

「ウチ」に存在するつまらぬ慣習などに縛られないこと、そして

ハングリーさを持ち合わせていることがその理由なのだろう。

人口減少がいよいよ社会の大きな課題となる、これからの日

本にとって、「よそ者」の受容度をどこまで引き上げられるか、ま

た受け入れた「よそ者」と地元民がコラボレーションすることで、

いかにハイレベルなパフォーマンスを発揮できるかが、この国

の将来を左右する大きなファクターになるのではないだろうか。

ＣＥＬからのメッセージ

よそ者」の受容度が、
日本の将来を左右する？
大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所
所長 田中雅人 Tanaka Masato
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（二代長谷川貞信「浪花行事十二月」「浪花風景十二月」より）

文と選／服部麻衣 島根県出身。京都市立芸術大学で美術鑑賞教育について研究。卒業後は美術の教員として実技や美術史の
授業を担当。2008年より「大阪くらしの今昔館」で、博物館における学びを推進する活動に取り組んでいる。（はっとり・まい）
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「大阪くらしの今昔館」が所蔵する、大坂生まれの浮世絵師・二代長谷川貞信（1848〜1940）が描いた
月ごとの大坂の行事と風景の画帖から、とくに見ごたえのある場面を紹介します。

浪花の十二ヶ月
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