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コ
ロ
ナ
禍
は
︑社
会
や
生
活
様
式
だ
け
で
な
く
︑

私
た
ち
の
意
識
や
物
事
の
捉
え
方
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
︒

よ
り
良
い
未
来
を
創
造
す
る
た
め
に
は

そ
の
変
化
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
︑行
動
を
起
こ
し
た
い
︒

そ
う
し
た
思
い
か
ら
︑
情
報
誌
﹃
C
E
L
﹄で
は
︑

﹁
未
来
を
創
る
﹂と
題
し
た
シ
リ
ー
ズ
を
展
開
し
て
い
ま
す
︒

第
2
回
の
テ
ー
マ
は
﹁
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち
﹂︒

﹁
文
化
芸
術
は
果
た
し
て
本
当
に
必
要
な
の
か
﹂︒

そ
の
存
在
意
義
が
改
め
て
問
わ
れ
る
な
か
︑

自
ら
そ
の
意
義
や
社
会
的
価
値
を
見
つ
め
直
し
︑

新
た
な
表
現
に
挑
戦
す
る
取
り
組
み
に
迫
り
ま
し
た
︒
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か
け
て
や
っ
て
い
け
る
仕
事
で
あ
る
と

覚
悟
を
決
め
、
東
京
と
は
違
う
関
西
に

お
け
る
歌
舞
伎
と
い
う
も
の
を
大
切
に

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
祖
父
も
上
方
歌

舞
伎
と
江
戸
歌
舞
伎
、
ふ
た
つ
の
車
輪

が
ま
わ
っ
て
発
展
し
て
い
か
な
け
れ
ば

本
当
の
意
味
で
歌
舞
伎
の
継
承
に
は
な

ら
な
い
、
と
い
つ
も
申
し
て
お
り
ま
し

た
か
ら
。

栗
本　

関
西
に
住
む
多
く
の
人
間
に

と
っ
て
壱
太
郎
さ
ん
は
上
方
文
化
の
神

髄
を
体
現
さ
れ
て
い
る
、
誇
り
と
も
い

え
る
存
在
で
す
。
け
れ
ど
も
２
０
２
０

年
３
月
か
ら
、
私
た
ち
フ
ァ
ン
も
チ

ケ
ッ
ト
を
買
っ
て
も
払
い
戻
し
と
い
う

状
況
が
続
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
は
歌

舞
伎
を
は
じ
め
と
す
る
舞
台
芸
術
や
芸

能
の
す
べ
て
に
甚
大
な
影
響
を
も
た
ら

し
ま
し
た
が
、
一
方
で
文
化
芸
術
と
い

う
も
の
の
価
値
を
考
え
な
お
す
機
会
に

も
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
非
常
時
に
お

い
て
は
、
優
先
度
が
低
い
と
考
え
る
人

が
い
る
一
方
、「
こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ

そ
歌
舞
伎
を
観
た
い
」
と
い
う
渇
望
を

感
じ
、
改
め
て
そ
の
大
切
さ
を
再
認
識

し
た
と
い
う
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

壱
太
郎　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
歌
舞
伎
の

公
演
が
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

こ
の
ま
ま
関
西
に
お
け
る
文
化
の
灯
を

絶
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
ん
な
危

機
感
が
い
つ
も
あ
り
ま
し
た
し
、
今
も

続
い
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
ど
ん
な
演

劇
界
の
人
に
お
話
し
し
て
も
驚
か
れ
る

の
で
す
が
、
歌
舞
伎
役
者
は
１
カ
月
に

公
演
25
日
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
当

た
り
前
。
翌
月
の
舞
台
の
お
稽
古
数
日

も
含
め
る
と
、
ほ
と
ん
ど
休
み
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
３
月
に
公
演

が
キ
ャ
ン
セ
ル
と
な
り
、
思
い
が
け
ず

い
た
だ
い
た
長
い
「
お
休
み
」
は
、
個

人
的
に
も
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン

ト
と
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
ん
な

時
期
、
あ
る
方
に
言
わ
れ
た
「
積
極
的

な
冬
眠
を
し
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
が

胸
に
強
く
響
い
た
ん
で
す
。
た
だ
、
僕

は
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
性
格
な
の

で
…
…
。

役
者
と
い
う
一
個
人
の

立
場
で
も
で
き
る
こ
と

栗
本　

壱
太
郎
さ
ん
は
、
い
わ
ゆ
る
自

粛
期
間
中
も
積
極
的
な
行
動
で
周
囲
を

驚
か
せ
て
い
ま
し
た
ね
。

壱
太
郎　

さ
ま
ざ
ま
な
方
が
書
か
れ
た

メ
デ
ィ
ア
の
記
事
を
読
み
な
が
ら
、
こ

れ
は
大
変
な
時
代
な
の
で
は
な
い
か
？

も
う
歌
舞
伎
は
な
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
？
と
い
う
よ
う
な
強
い
危
機
感
を
も

2020年7月に配信された『ART
歌舞伎』のうち『花のこゝろ』
の舞台写真。春虹の名で自ら手
掛けた脚本、最先端の衣裳と
メイク、優美な舞は世阿弥の夢
幻能をさえ想わせる。
©KSR Corp.

関
西
の
文
化
の
灯
を

絶
や
し
て
は
な
ら
な
い

栗
本　

本
日
は
上
方
歌
舞
伎
の
魅
力
に

つ
い
て
お
伺
い
し
な
が
ら
、
現
代
を
生

き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
歌
舞
伎
を
は
じ

め
と
す
る
文
化
芸
術
が
も
つ
意
味
や
役

割
に
つ
い
て
も
、
お
考
え
を
お
聞
か
せ

い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

壱
太
郎　

１
歳
の
時
に
京
都
・
南
座
で

初
お
目め

見み

得え

を
し
、
５
歳
で
今
は
な
き

大
阪
・
中
座
で
初
舞
台
を
踏
む
な
ど
、

僕
自
身
は
物
心
つ
い
た
頃
か
ら
上
方
歌

舞
伎
の
人
間
と
い
う
意
識
が
強
く
あ
り

ま
し
た
。
と
り
わ
け
祖
父
が
上
方
歌
舞

伎
の
大
名み

よ
う

跡せ
き

・
坂
田
藤
十
郎
の
四
代

目
を
襲
名
し
た
時
は
高
校
生
で
し
た
が
、

70
歳
を
過
ぎ
て
新
た
な
挑
戦
が
で
き
る

伝
統
芸
能
の
奥
深
さ
を
感
じ
、
一
生
を

特
集
／
未
来
を
創
る
|
|
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち

コ
ロ
ナ
禍
で「
不
要
不
急
」と
判
断
さ
れ
、
休
演
・
中
止
が
相
次
い
だ
舞
台
芸
術
。

そ
れ
は
日
本
を
代
表
す
る
伝
統
芸
能
・
歌
舞
伎
の
世
界
を
も
揺
る
が
せ
て
い
る
。

４
０
０
年
の
歴
史
で
も
初
と
な
る
長
期
休
演
を
経
て
、変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
何
か
？

そ
こ
で
表
現
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
は
、こ
の
事
態
と
ど
う
対
峙
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？

そ
ん
な
な
か『
A
R
T
歌
舞
伎
』の
配
信
な
ど
新
た
な
挑
戦
が
話
題
の
中
村
壱
太
郎
さ
ん
に
、

危
機
に
立
つ
文
化
芸
術
が
目
指
す
べ
き
ス
タ
イ
ル
、
伝
統
と
革
新
の
新
し
い
か
た
ち
、

舞
台
な
ら
で
は
の
魅
力
、さ
ら
に
は
上
方
歌
舞
伎
の
未
来
に
つ
い
て
、

自
ら
も「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」で
表
現
活
動
に
た
ず
さ
わ
る
、

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
の
栗
本
智
代
研
究
員
が
幅
広
く
伺
っ
た
。

脇
坂
敦
史
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

中
村
壱
太
郎

栗
本
智
代

［
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究
員
］

Kurim
oto Tom

oyo

N
akam

ura Kazutaro

［
歌
舞
伎
俳
優
］

対
談 な

ぜ
我
々
は
表
現
す
る
の
か
。

―
―
今
、そ
の
原
点
に
立
ち
返
る
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幸
四
郎
さ
ん
か
ら
ご
連
絡
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
自
分
は
こ
ん
な
配

信
ラ
イ
ブ
を
考
え
て
い
る
、
と
い
う
よ

う
な
考
え
を
聞
い
て
い
た
だ
き
、「
何

か
を
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
気
持
ち
を
共
有
で
き
ま
し

た
。
そ
れ
に
勇
気
を
得
て
、
一
緒
に

や
っ
て
い
こ
う
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

栗
本　

そ
う
い
っ
た
問
題
意
識
が
歌
舞

伎
界
の
な
か
に
も
広
が
っ
て
、
Y
ou

T
u
b
e
チ
ャ
ン
ネ
ル
「
歌
舞
伎
ま

し
ょ
う
」［
＊
2
］
の
よ
う
な
業
界
あ
げ
て

の
試
み
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

壱
太
郎　

配
信
に
よ
る
そ
う
し
た
試
み

自
体
、
コ
ロ
ナ
以
前
の
歌
舞
伎
界
で
は

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
で
も
、
公
演
中
止
で
バ
ラ
バ
ラ

に
な
り
か
け
て
い
た
役
者
を
は
じ
め
、

歌
舞
伎
関
係
者
が
再
び
団
結
と
ま
で
は

い
か
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
考

え
、
ど
う
行
動
を
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
、
意
識
し
合
う
き
っ
か
け
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。

栗
本　

壱
太
郎
さ
ん
は
、
そ
れ
よ
り
も

早
く
個
人
の
Y
o
u
T
u
b
e
チ
ャ
ン

ネ
ル
を
開
設
、
積
極
的
な
映
像
配
信
を

始
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

壱
太
郎　

よ
く
「
早
か
っ
た
」
と
言
わ

れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
頃
に
は
音
楽
は

も
ち
ろ
ん
落
語
や
講
談
な
ど
他
ジ
ャ
ン

ル
で
も
配
信
ラ
イ
ブ
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
歌
舞

伎
の
公
演
が
行
え
な
い
時
期
に
、
お
客

さ
ま
は
再
び
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
だ
ろ

う
か
？　

そ
ん
な
不
安
が
あ
っ
た
こ
と

は
事
実
で
す
。
た
だ
僕
自
身
は
Y
o
u

T
u
b
e
r
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

特
に
Y
o
u
T
u
b
e
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
に
合
っ
た
表
現
を
考
え
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
５
月
に
開
設
し
た
「
か
ず

た
ろ
う
歌
舞
伎
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
」
と

い
う
僕
自
身
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
そ
の

時
点
で
構
想
し
て
い
た
『
A
R
T
歌
舞

伎
』
へ
の
布
石
と
い
う
か
、
最
初
の
第

一
歩
と
い
う
位
置
づ
け
で
し
た
。
い
き

な
り
有
料
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
配
信
し
て

も
、
誰
も
見
向
き
も
し
て
く
れ
な
い
だ

ろ
う
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

栗
本　

さ
ま
ざ
ま
な
舞
踊
や
、
舞
台
作

品
の
解
説
、
鬘か

つ
ら

や
衣
裳
の
紹
介
な
ど
、

興
味
深
か
っ
た
で
す
。
ご
苦
心
さ
れ
た

の
は
ど
ん
な
点
で
し
ょ
う
か
？

壱
太
郎　

歌
舞
伎
役
者
の
価
値
を
ど
う

す
る
か
？
と
い
う
部
分
で
悩
み
ま
し
た
。

歌
舞
伎
役
者
に
は
あ
る
意
味
「
神
秘

的
」
な
部
分
も
必
要
で
す
。
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
、
雑
誌
な
ど
の
取
材
で
僕
自
身

は
「
素
の
ま
ま
」
を
出
し
て
い
る
つ
も

り
で
す
が
、
い
ざ
自
分
が
番
組
を
つ
く

る
立
場
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
を
ど

こ
ま
で
出
す
の
か
と
い
う
、
さ
じ
加
減

が
意
外
に
難
し
い
。

今
、誰
と
何
を

や
り
た
い
ん
だ
ろ
う
？

栗
本　

７
月
12
日
、い
よ
い
よ
『
A
R
T

歌
舞
伎
』
が
有
料
配
信
さ
れ
ま
し
た
。

壱
太
郎
さ
ん
と
尾
上
右
近
さ
ん
、
そ

し
て
日
本
舞
踊
家
で
あ
る
花
柳
源
九

郎
さ
ん
と
藤
間
涼
太
朗
さ
ん
の
４
人
、

そ
し
て
、
笛
、
津
軽
三
味
線
、
太
鼓
、

二
十
五
絃
筝
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
創
作
舞
踊
で
、
視
覚
的
に
も
聴
覚

的
に
も
最
先
端
の
ア
ー
ト
を
美
し
い
映

像
の
な
か
に
ま
と
め
て
い
ら
し
て
、
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
世
界
を
堪
能

し
ま
し
た
。
有
料
配
信
を
行
う
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
を
は
じ
め
、
作
品
の
企
画
、

春し
ゆ
ん

虹こ
う

の
名
で
の
脚
本
、
総
合
演
出
ま

で
壱
太
郎
さ
ん
が
準
備
さ
れ
た
と
伺
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
作
品
に
は
ど
ん
な

思
い
が
こ
め
ら
れ
、
誰
と
ど
の
よ
う
に

つ
く
り
た
い
と
い
う
お
気
持
ち
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
？

壱
太
郎　

歌
舞
伎
に
は
大
き
く
分
け
る

と
芝
居
と
舞
踊
の
要
素
が
あ
り
ま
す
が
、

配
信
で
届
け
る
な
ら
言
葉
の
な
い
踊
り

を
中
心
に
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
歌
舞
伎
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
危
機

感
の
な
か
、
自
分
の
ア
ド
レ
ス
帳
や
名

刺
、
L
I
N
E
の
友
だ
ち
な
ど
、
こ

れ
ま
で
の
出
会
い
を
改
め
て
思
い
返
し
、

こ
の
人
と
は
ど
う
し
て
出
会
っ
た
の
だ

ろ
う
？　

そ
の
時
に
何
を
一
緒
に
し
た

い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
？　

そ
し
て
僕

は
今
、
誰
と
何
を
や
り
た
い
の
だ
ろ

う
？
と
、
ひ
た
す
ら
考
え
続
け
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
た
ど
り
着
い
た
の
が
「
な

ぜ
我
々
は
表
現
す
る
の
か
」
と
い
う
原

点
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
生
の

舞
台
に
立
て
な
い
と
い
う
点
も
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
ふ
う
に

『
A
R
T
歌
舞
伎
』
を
始
め
た
時
の
熱

量
は
、
僕
が
こ
れ
ま
で
歌
舞
伎
で
培
っ

て
き
た
も
の
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

栗
本　

ま
ず
は
、
一
緒
に
や
り
た
い
人

を
思
う
こ
と
か
ら
、
始
ま
っ
た
わ
け
で

す
ね
。

壱
太
郎　

そ
の
通
り
で
す
。
た
と
え
ば

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
引
き
受
け
て
い
た

だ
い
た
湘
南
乃
風
［
＊
3
］
の
若
旦
那

（
新に

羅ら

慎
二
）
さ
ん
は
、
以
前
か
ら
の
知

り
合
い
で
し
た
。
歌
舞
伎
を
観
に
き
て

く
れ
た
時
の
感
想
も
、
ジ
ャ
ン
ル
は

ま
っ
た
く
違
う
の
に
「
あ
そ
こ
の
義
太

夫
の
フ
シ
が
格
好
よ
か
っ
た
！
」
な
ん

て
熱
く
語
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、
い
つ
も

感
性
の
豊
か
な
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
尾
上
右
近
君
は
僕
の
後
輩
で

す
が
、
後
輩
と
い
う
よ
り
も
同
志
。
同

年
代
で
も
、
踊
れ
て
、
同
じ
熱
量
で
舞

台
に
立
て
る
仲
間
の
ひ
と
り
で
す
。
彼

だ
っ
た
ら
一
緒
に
「
化
学
変
化
」
を
起

こ
せ
る
の
で
は
と
思
い
、
真
っ
先
に
声

を
か
け
ま
し
た
。

栗
本　

衣
裳
や
化
粧
、
音
楽
も
、
和
の

テ
イ
ス
ト
を
超
え
る
新
し
い
演
出
で
、

ず
っ
と
浸
っ
て
い
た
い
世
界
で
し
た
。

壱
太
郎　

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
早
い

段
階
で
普
段
の
衣
裳
や
鬘
が
使
え
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
が
、
逆
に
新
し
い
こ
と
を
試
す
チ
ャ

ン
ス
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
衣

裳
や
メ
イ
ク
に
も
、
た
と
え
ば
蜷
川
実

花
さ
ん
の
映
画
な
ど
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
最
先
端
の
方
々
と
の
つ
な
が
り
が
で

き
、
積
極
的
に
関
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
面
も
含
め
、

１
回
目
と
い
う
の
は
勢
い
と
気
迫
で
つ

く
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
は
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
始
め
た
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
の
時
だ
け
の
も
の
と
し
て

終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
意
味
が
な
い
。

コ
ロ
ナ
を
機
に
始
ま
っ
た
と
し
て
も
、

の
ち
の
ち
ま
で
続
く
よ
う
な
も
の
を
つ

く
ら
な
け
れ
ば
、
と
い
う
思
い
は
最
初

か
ら
あ
り
ま
し
た
。
２
０
２
１
年
の
第

2
弾
公
開
に
向
け
て
、
す
で
に
構
成
な

ど
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
が

い
よ
い
よ
大
切
に
な
っ
て
く
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

「
コ
ロ
ナ
後
」に

歌
舞
伎
は
生
き
残
れ
る
の
か

栗
本　

私
は
、
関
西
の
活
性
化
を
目
指

す
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
ま
ち
の

歴
史
や
文
化
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
将
来
の

可
能
性
な
ど
を
、
語
り
と
音
楽
、
映
像

を
交
え
た
独
自
の
手
法
で
、
楽
し
く
わ

か
り
や
す
く
伝
え
て
い
く
「
語
り
べ
シ

ア
タ
ー
」
と
い
う
公
演
活
動
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
今
年
度
、
初
め
て
オ
ン
ラ

イ
ン
配
信
用
に
新
た
な
作
品
を
つ
く
り

ま
し
た
が
、
映
像
で
は
、
そ
の
場
の
空

気
の
振
動
、
高
揚
感
が
伝
わ
っ
て
い
な

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
色
合
い
も
違
っ

た
り
し
て
ず
い
ぶ
ん
戸
惑
い
ま
し
た
。

壱
太
郎　
『
A
R
T
歌
舞
伎
』
を
つ
く
っ

ち
ま
し
た
。
役
者
と
い
う
一
個
人
の
立

場
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
だ
か
ら

こ
そ
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
と

４
月
中
旬
頃
か
ら
考
え
は
じ
め
、
５
月

の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
明
け
に
は
企

画
書
を
書
い
て
、
実
現
を
模
索
し
は
じ

め
た
ん
で
す
。
生
の
舞
台
で
お
客
さ
ん

と
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
何

か
を
伝
え
て
い
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
歌

舞
伎
は
娯
楽
で
す
か
ら
、
非
常
時
に
お

け
る
優
先
順
位
は
い
つ
も
二
番
手
、
三

番
手
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
。
で
も
、

こ
ん
な
状
況
で
あ
っ
て
も
楽
し
め
る
、

そ
ん
な
娯
楽
を
歌
舞
伎
も
提
供
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
幸
い

に
も
僕
は
仲
間
や
つ
な
が
り
に
恵
ま
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
企

画
を
始
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

栗
本　

ネ
ッ
ト
配
信
に
よ
る
試
み
と
し

て
、
歌
舞
伎
界
で
は
松
本
幸
四
郎
さ
ん

が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
『
図ず

う

夢む

歌
舞
伎
』

［
＊
1
］
と
と
も
に
、
壱
太
郎
さ
ん
が
独

自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
お
披
露
目
さ
れ
た

『
A
R
T
歌
舞
伎
』
が
、
特
に
斬
新

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
幸
四
郎

さ
ん
と
も
、
そ
う
い
っ
た
お
話
は
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
？

壱
太
郎　

自
分
の
な
か
で
新
た
な
企
画

が
形
を
と
り
は
じ
め
た
頃
、
偶
然
に
も
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く
８
月
の
東
京
・
歌
舞
伎
座
で
始
ま
り

ま
し
た
。
12
月
に
は
京
都
・
南
座
の
顔

見
世
興
行
に
出
演
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

今
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
舞
台
に
立
っ

て
お
ら
れ
ま
す
か
？

壱
太
郎　

舞
台
に
の
ぞ
む
意
気
込
み
と

い
う
意
味
で
は
、
以
前
と
少
し
も
変
わ

り
ま
せ
ん
。
一
日
一
日
、
舞
台
を
観
に

来
て
く
だ
さ
る
方
が
い
て
こ
そ
で
す
し
、

そ
の
時
、
そ
の
場
に
い
な
け
れ
ば
味
わ

え
な
い
も
の
を
お
客
さ
ま
に
伝
え
る
べ

く
、
す
べ
て
を
賭
け
て
い
ま
す
。
最
初

は
公
演
を
再
開
で
き
て
よ
か
っ
た
、
と

い
う
「
お
祝
い
モ
ー
ド
」
の
よ
う
な
雰

囲
気
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

今
は
も
う
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
特
別
と
い

う
時
期
で
は
な
い
の
か
な
、
と
。
感
染

対
策
を
万
全
に
行
い
、
観
客
数
も
減
ら

し
な
が
ら
の
公
演
と
い
う
難
し
い
状
況

が
続
い
て
は
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
な

か
で
コ
ロ
ナ
だ
け
の
一
時
的
な
問
題
で

は
な
く
、
も
と
か
ら
あ
っ
た
課
題
が
見

え
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い

と
の
思
い
も
あ
り
ま
す
。

栗
本　

潜
在
的
に
あ
っ
た
課
題
が
、
鮮

明
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

壱
太
郎　

そ
う
な
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
状
況
下
で
公
演
は
縮
小
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
コ
ロ
ナ
後
」

に
な
り
、
そ
の
時
に
歌
舞
伎
は
生
き
残

れ
る
の
か
。
そ
れ
を
考
え
な
が
ら
、
今

は
舞
台
に
立
っ
て
い
ま
す
。
歌
舞
伎
が

４
０
０
年
前
か
ら
歩
ん
で
き
た
歴
史
を

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
も
っ
と
大
き
い
、

世
の
中
が
ひ
っ
く
り
返
る
よ
う
な
変
化

を
生
き
抜
い
て
き
た
わ
け
で
す
。
変
化

に
対
応
し
て
い
く
体
力
、
そ
し
て
思
考

と
い
う
の
は
常
に
も
っ
て
い
か
な
い
と

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

身
近
な
土
着
愛
と
つ
な
が
る
、

上
方
歌
舞
伎
の
魅
力

栗
本　

そ
う
し
た
点
も
踏
ま
え
て
、
現

代
に
お
け
る
、
歌
舞
伎
の
存
在
意
義
に

つ
い
て
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

壱
太
郎　

大
衆
の
娯
楽
と
し
て
生
ま
れ

た
歌
舞
伎
は
、
時
代
と
と
も
に
少
し
ず

つ
「
高
尚
な
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
れ
で
生
き
残
っ
て
き
た
の

も
事
実
で
す
。「
伝
統
芸
能
」
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
今
、
娯
楽
と
し
て
商
業

ベ
ー
ス
で
公
演
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
、
娯
楽
で
あ

り
続
け
る
こ
と
が
生
き
残
る
意
味
で
あ

り
、
道
筋
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

栗
本　

大
坂
で
は
元
禄
期
頃
か
ら
、
人

形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
が
盛
ん
に
な
っ
て

お
り
、
市
井
の
人
々
に
よ
る
現
実
に

あ
っ
た
心
中
な
ど
の
事
件
が
い
ち
早
く

舞
台
で
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
和わ

事ご
と

［
＊
4
］
と
呼
ば
れ
る
、
情
感
こ
ま
や

か
な
芸
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

壱
太
郎　

江
戸
時
代
に
は
、
そ
の
時
期

の
最
も
ホ
ッ
ト
な
事
件
を
題
材
に
し
て

い
ま
し
た
よ
ね
。
今
の
歌
舞
伎
が
、

ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
先
端
的
か
つ
身

近
な
娯
楽
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
難
し

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、

た
と
え
ば
歌
舞
伎
の
語
源
の
ひ
と
つ
で

あ
る
「
傾か

ぶ

く
」
と
い
う
こ
と
。
目
立
つ
、

奇
抜
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
は
現
代
も

変
わ
ら
ず
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
価
値
観
と
根
底
で
つ
な
が
る
、
と

い
う
可
能
性
は
た
し
か
に
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

新
さ
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
過
去
か
ら

現
在
が
見
え
、
未
来
へ
の
礎
を
創
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

結
局
、す
べ
て
が

生
の
舞
台
に
戻
っ
て
く
る

栗
本　
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
で
も
、
た

と
え
ば
昨
年
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
文

楽
の
公
演
に
合
わ
せ
、
現
地
在
住
の
方

へ
、
上
方
芸
能
が
発
展
し
た
背
景
・
舞

台
と
し
て
の
大
坂
や
作
品
の
紹
介
を
し

ま
し
た
。
商
人
や
遊
女
の
立
場
や
価
値

観
、
な
ぜ
心
中
し
た
の
か
な
ど
、
結
果

と
し
て
、
日
本
の
文
化
を
ほ
と
ん
ど
知

ら
な
い
方
に
も
当
時
の
大
坂
の
文
化
、

人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
面
白
さ
が
伝

わ
っ
た
と
い
う
手
ご
た
え
が
あ
り
ま
す
。

壱
太
郎　

舞
台
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
、

背
景
や
文
化
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
は
大
切
で
す
ね
。
上
方
と
江
戸

の
文
化
が
違
う
と
す
る
な
ら
、
地
域
に

根
づ
い
た
他
ジ
ャ
ン
ル
の
文
化
を
意
識

し
た
り
、
つ
な
が
っ
た
り
す
る
部
分
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
祖
父
（
四
代

目
坂
田
藤
十
郎
）
が
若
い
頃
に
「
上か

み

方が
た

風ぶ

流り

」
と
い
う
仲
間
た
ち
の
集
い
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
落
語
家
の
桂
米
朝

さ
ん
、
俳
優
の
藤
山
寛か

ん

美び

さ
ん
、
能
楽

師
の
茂
山
千
之
丞
さ
ん
を
は
じ
め
、
異

分
野
の
錚そ

う

々そ
う

た
る
方
々
が
お
互
い
を
遠

慮
な
く
批
評
し
て
い
た
り
し
て
（
笑
）、

す
ご
く
刺
激
的
な
ん
で
す
。
僕
た
ち
は

そ
の
孫
世
代
に
あ
た
る
の
で
す
が
、
数

年
前
に
「
新
編　

上
方
風
流
」
と
い
う

対
談
の
企
画
が
狂
言
師
の
茂
山
童
司

（
現
・
三
世
茂
山
千
之
丞
）
さ
ん
を
ナ
ビ

ゲ
ー
タ
ー
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い

う
上
方
な
ら
で
は
の
つ
な
が
り
も
、
こ

れ
か
ら
も
っ
と
大
切
に
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

栗
本　

さ
ま
ざ
ま
な
垣
根
を
取
り
払
う

こ
と
で
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
力

に
な
る
。
た
だ
、
ベ
ー
ス
に
は
や
は
り

伝
統
の
継
承
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

壱
太
郎　

ち
ょ
う
ど
、
祖
父
が
亡
く

な
っ
た
ば
か
り
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

で
す
が
、
教
え
と
い
う
も
の
を
改
め
て

噛
み
し
め
る
時
で
も
あ
る
と
感
じ
て
い

ま
す
。
祖
父
の
教
え
が
自
分
の
な
か
に

落
と
し
込
ま
れ
た
ら
、
そ
れ
を
ど
う
自

分
は
体
現
で
き
る
の
か
。
た
と
え
ば
今

回
、『
廓
文
章
』
の
夕
霧
太
夫
を
演
じ

る
の
も
「
め
ぐ
り
合
わ
せ
」
の
よ
う
な

も
の
。
そ
の
時
、
そ
の
時
の
舞
台
、
あ

る
い
は
生
活
の
な
か
で
感
じ
る
も
の
を

大
切
に
し
な
が
ら
、
真
摯
に
演
じ
て
い

く
以
外
に
は
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

結
局
、
戻
っ
て
く
る
と
こ
ろ
は
生
の
舞

台
。
す
べ
て
が
、
そ
こ
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

栗
本　

ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
期
待
し
、

舞
台
を
拝
見
す
る
の
を
楽
し
み
に
し
て

お
り
ま
す
。

栗
本　

特
に
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
は
、

実
在
の
地
名
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る

こ
と
も
多
く
、
観
る
人
に
と
っ
て
親
近

感
の
湧
く
も
の
で
、
そ
れ
を
裕
福
な
人

だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
丁で

つ

稚ち

の
よ
う

な
若
い
層
も
、
日
常
的
に
享
受
し
て
い

た
。
そ
こ
に
当
時
の
文
化
度
の
高
さ
を

感
じ
ま
す
。

壱
太
郎　

12
月
に
南
座
で
出
演
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
『
廓く

る
わ

文ぶ
ん

章し
よ
う

～
吉
田

屋
』［
＊
5
］
も
そ
う
で
す
が
、『
曽
根
崎

心
中
』
に
し
て
も
庶
民
に
寄
り
添
っ
て

い
る
と
思
い
た
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す

よ
ね
。
今
は
古
地
図
で
も
見
な
け
れ
ば

わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
た

と
え
ば
現
実
に
曾
根
崎
の
お
初
天
神

（
露
天
神
社
）
に
は
「
お
初
・
徳
兵
衛
の

供
養
塚
」
が
あ
り
、
ふ
た
り
を
演
じ
た

歌
舞
伎
の
舞
台
が
銅
像
［
＊
6
］
に
な
っ

て
い
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
作
品
自
体

の
価
値
は
、
世
界
中
の
皆
さ
ん
が
楽
し

め
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
僕
は
も

ち
ろ
ん
、
リ
ア
ル
に
大
阪
で
暮
ら
し
て

い
る
人
に
と
っ
て
の
土
着
愛
み
た
い
な

も
の
と
つ
な
が
る
ん
で
す
。

栗
本　

ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。
歴
史
や

文
化
を
今
生
き
て
い
る
人
の
身
近
な
も

の
と
し
て
伝
え
る
大
切
さ
で
す
ね
。
と

同
時
に
、
現
代
な
ら
で
は
の
視
座
や
斬

て
い
る
時
も
感
じ
た
の
で
す
が
、
映
像

と
い
っ
て
も
単
に
舞
台
を
そ
の
ま
ま
映

す
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
し
、
ど
の
場

面
で
ど
の
カ
メ
ラ
の
映
像
を
使
う
の
か
、

ア
ッ
プ
か
ロ
ン
グ
か
…
…
そ
ん
な
取
捨

選
択
を
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
痛
感
し

ま
し
た
。
特
に
捨
て
る
方
が
難
し
い
で

す
ね
。
舞
台
の
人
間
と
し
て
は
、
役
者

も
い
い
し
、
衣
裳
も
い
い
し
、
舞
台
装

置
も
い
い
し
、
音
楽
も
い
い
し
、
す
べ

て
を
見
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
同
じ
場
所
を

共
有
す
る
舞
台
だ
か
ら
こ
そ
言
え
る
こ

と
で
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
捉
え
る
映
像

に
は
ま
た
違
っ
た
魅
力
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
改
め
て
発
見
し
た
気
が
し
て

い
ま
す
。

栗
本　

そ
の
待
望
の
舞
台
は
、
よ
う
や

注＊
1
十
代
目
松
本
幸
四
郎
を
中
心
に
、
ビ
デ
オ
会
議
シ

ス
テ
ム
Z
o
o
m
に
着
想
を
得
て
行
わ
れ
た
歌
舞
伎

史
上
初
の
オ
ン
ラ
イ
ン
有
料
配
信
公
演
。
２
０
２
０

年
６
月
か
ら
『
忠
臣
蔵
』
各
段
を
上
演
。
中
村
壱

太
郎
は
顔
世
御
前
と
、
お
か
る
役
で
出
演
。

＊
2 

日
本
俳
優
協
会
と
伝
統
歌
舞
伎
保
存
会
が
開
設
し

た
Yo
u
T
u
b
e
チ
ャ
ン
ネ
ル
。
有
名
俳
優
を
中

心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
発
信
し
て
い
る
。

＊
3 

日
本
の
男
性
４
人
組
レ
ゲ
エ
グ
ル
ー
プ
。

＊
4 

元
禄
時
代
の
上
方
で
初
代
坂
田
藤
十
郎
が
完
成
し

た
と
さ
れ
る
、
柔
ら
か
で
優
美
な
上
方
歌
舞
伎
の

演
技
。
情
感
豊
か
な
恋
愛
表
現
に
優
れ
る
。

＊
5 

上
方
歌
舞
伎
の
代
表
作
。
落
魄
し
た
若
旦
那
の
伊

左
衛
門
と
遊
女
の
夕
霧
の
恋
模
様
、
ふ
た
り
が
織

り
な
す
口
舌
（
く
ぜ
つ
＝
口
喧
嘩
）
が
見
も
の
。

＊
6 

二
代
目
中
村
鴈
治
郎
（
中
村
壱
太
郎
の
曾
祖
父
）

と
二
代
目
中
村
扇
雀
（
四
代
目
坂
田
藤
十
郎
、
壱

太
郎
の
祖
父
）
の
舞
台
が
モ
デ
ル
。

中
村
壱
太
郎
（
な
か
む
ら
・
か
ず
た
ろ
う
）

１
９
９
０
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
91
年
、
南
座
で
の
『
廓

文
章
』
の
藤
屋
手
代
で
初
お
目
見
得
。
95
年
、
中
座
で
の

『
嫗
山
姥
』
の
一
子
公
時
で
初
舞
台
。
上
方
歌
舞
伎
を
中

心
に
活
躍
す
る
女
方
の
ホ
ー
プ
。
２
０
１
８
年
に
は
坂
東

玉
三
郎
演
出
『
滝
の
白
糸
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
同
じ
く
玉
三

郎
監
修
で
『
お
染
の
七
役
』
を
男
女
七
役
を
早
替
わ
り
で

演
じ
た
ほ
か
、『
女
殺
油
地
獄
』
の
お
吉
、『
神
霊
矢
口
渡
』

の
お
舟
な
ど
多
彩
な
役
ど
こ
ろ
で
注
目
を
集
め
て
い
る
。

栗
本
智
代
（
く
り
も
と
・
と
も
よ
）

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究
員
。

１
９
８
８
年
大
阪
ガ
ス
入
社
後
、
91
年
よ
り
現
職
。
94

年
よ
り
、
関
西
の
活
性
化
を
目
指
す
取
り
組
み
の
一
環

と
し
て
、
わ
が
ま
ち
の
歴
史
・
文
化
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、

語
り
と
映
像
と
音
楽
に
よ
る
独
自
の
手
法
で
わ
か
り
や

す
く
伝
え
る
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
公
演
活
動
を
展
開
。

［
取
材
日

：

2
0
2
0
年
12
月
8
日
］

2020年12月の京都・南座の吉例顔見世興行では
『廓文章～吉田屋』で遊女の夕霧を艶やかに演じた。
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コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で

　

宝
塚
大
劇
場
に
隣
接
す
る
劇
団
本
部
を
訪
れ
た
の
は

２
０
２
０
年
も
押
し
詰
ま
っ
た
12
月
半
ば
の
こ
と
だ
っ

た
。
廊
下
で
は
何
人
か
の
「
生
徒
」
と
呼
ば
れ
る
劇
団

員
と
す
れ
違
っ
た
。
全
員
マ
ス
ク
姿
で
表
情
は
見
え
な

い
も
の
の
、
掛
け
ら
れ
る
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」

の
声
は
一
様
に
朗
ら
か
だ
。
応
接
室
に
現
れ
た
小
川
理

事
長
は
安
堵
の
表
情
を
浮
か
べ
な
が
ら
口
を
開
い
た
。

「
つ
い
先
ほ
ど
、
稽
古
中
の
雪
組
生
と
舞
台
ス
タ
ッ
フ

の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
結
果
が
全
員
陰
性
と
出
て
ほ
っ
と
し

て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
本
当
に
毎
日
薄
氷
を
踏
む
思
い

で
す
」

「
薄
氷
を
踏
む
思
い
」
と
い
う
言
葉
に
深
い
実
感
が
こ

も
る
。
そ
こ
に
は
、
宝
塚
歌
劇
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
へ

の
思
い
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

１
９
９
０
年
代
後
半
以
降
、
宝
塚
歌
劇
団
は
新
世
紀

に
向
け
た
新
し
い
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
。
１
９
９

８
年
に
は
65
年
ぶ
り
に
新
た
な
組
と
な
る
宙そ

ら

組ぐ
み

を
新
設
、

２
０
０
１
年
に
は
東
京
宝
塚
劇
場
の
建
替
え
・
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に
、
関
東
に
お
け
る
拠
点
と
す
る
べ

く
、
従
来
は
他
社
主
催
で
あ
っ
た
興
行
を
自
主
興
行
へ

と
転
換
し
て
い
る
。
さ
ら
に
２
０
０
５
年
以
降
は
『
太

王
四
神
記
』『
相
棒
』『
逆
転
裁
判
』『
銀
河
英
雄
伝
説
』

な
ど
、
人
気
ド
ラ
マ
や
ゲ
ー
ム
な
ど
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
も
実
現
し
、
新
し
い
顧
客
層
の
拡
大
も
積
極
的

に
図
っ
て
き
た
。
長
い
歴
史
の
な
か
で
客
入
り
の
悪
い

苦
し
い
時
代
も
あ
っ
た
な
か
、
着
実
に
進
め
て
き
た
改

革
の
成
果
が
目
に
見
え
る
数
字
と
し
て
あ
ら
わ
れ
は
じ

め
た
の
が
、
１
０
０
周
年
を
迎
え
た
２
０
１
４
年
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。

「
観
劇
人
員
は
２
０
１
４
年
以
降
、
１
０
０
余
年
の
歴

史
の
な
か
で
も
最
高
水
準
を
記
録
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
９
年
は
暦
年
で
、
宝
塚
大
劇
場
で
約
１
２
０
万

人
、
東
京
宝
塚
劇
場
で
約
１
０
０
万
人
、
全
国
各
地
の

劇
場
で
巡
業
の
形
で
行
う
全
国
ツ
ア
ー
や
中
規
模
な
劇

場
で
の
公
演
を
合
わ
せ
る
と
約
２
８
０
万
人
の
お
客
さ

ま
に
観
劇
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

千
秋
楽
な
ど
特
定
公
演
を
各
地
の
映
画
館
で
同
時
上
映

す
る
ラ
イ
ブ
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
も
合
わ
せ
る
と
動
員
数
は

約
３
２
０
万
人
と
な
り
、
過
去
最
高
の
動
員
を
記
録
し

ま
し
た
」

毎
日
の
よ
う
に
立
ち
見
が
出
る
ほ
ど
の
盛
況
が
続
く

な
か
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー
と
な
る
２
０
２
０
年
は

「
夢
と
感
動
を
世
界
へ
」
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
掲
げ
、

世
界
か
ら
の
観
客
を
意
識
し
た
演
目
を
揃
え
て
い
た
。

名
作
映
画
の
世
界
初
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
化
と
な
っ
た

『O
N

CE U
PO

N
 A TIM

E IN
 AM

ERICA

』
を
皮

切
り
に
、
宝
塚
の
伝
統
と
も
い
え
る
日
本
物
を
、
坂
東

玉
三
郎
氏
が
監
修
し
た
『W

ELCO
M

E TO
 TAK

A

RAZU
K

A

――
雪
と
月
と
花
と
――
』
と
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
「
十
二
夜
」
を
原
作
に
し
た
『
ピ
ガ
ー
ル
狂
騒

曲
』、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
宝
塚
版

『
ア
ナ
ス
タ
シ
ア
』
な
ど
を
厳
選
し
、
さ
ら
な
る
飛
躍

を
期
待
し
て
い
た
。

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
が
す
べ
て
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け

た
。
特
に
東
京
の
感
染
者
数
が
増
え
は
じ
め
た
３
月
は

毎
日
が
一
喜
一
憂
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
花
組
は
新
し

く
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
と
し
て
就
任
し
た
柚ゆ

ず

香か

光れ
い

の
お
披
露

目
公
演
の
開
幕
を
控
え
て
い
た
が
、「
生
徒
は
当
然
な

が
ら
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
、
作
品
も
で
き
あ
が
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
世
の
中
の
感
染
者
数
の
増
加
を
考
え

る
と
…
…
」。
苦
渋
の
決
断
で
全
公
演
の
中
止
を
決
定
、

７
月
の
再
開
に
向
け
て
す
べ
て
仕
切
り
直
す
こ
と
に

な
っ
た
。

自
粛
期
間
の
取
り
組
み

宝
塚
歌
劇
は
、
花
・
月
・
雪
・
星
・
宙
と
い
う
５
つ

の
組
で
編
成
さ
れ
る
。
各
組
70
～
80
人
の
劇
団
員
は
す

べ
て
女
性
で
、
男
役
と
娘
役
に
分
か
れ
て
舞
台
を
作
り

上
げ
る
。
各
組
に
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
主
役
を

演
じ
る
役
者
が
い
る
こ
と
、
劇
団
員
は
養
成
機
関
に
あ

た
る
宝
塚
音
楽
学
校
で
２
年
間
、
舞
台
に
立
つ
た
め
の

技
芸
全
般
を
学
ん
で
か
ら
初
舞
台
を
踏
む
こ
と
な
ど
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
宝
塚
大
劇
場
、
東
京
宝

塚
劇
場
な
ど
自
前
の
劇
場
を
有
し
、
各
組
が
持
ち
回
り

で
通
年
公
演
を
行
っ
て
き
た
宝
塚
歌
劇
が
４
カ
月
も
の

間
中
断
す
る
の
は
太
平
洋
戦
争
以
来
の
こ
と
だ
と
い
う
。

「
舞
台
の
中
断
は
ほ
か
も
同
じ
で
す
か
ら
い
た
し
か
た

な
い
。
た
だ
我
々
は
自
分
た
ち
の
劇
場
を
持
っ
て
い
ま

す
の
で
、
予
定
し
て
い
た
公
演
を
そ
の
ま
ま
４
カ
月
ず

ら
し
て
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
」

再
開
に
向
け
て
感
染
予
防
対
策
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

作
成
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調
整
を
進
め
る
な
か
、
新
た

な
試
み
も
始
め
た
。
こ
れ
ま
で
も
Ｃ
Ｓ
放
送
に
よ
る
専

特
集
／
未
来
を
創
る
|
|
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち

兵
庫
県
宝
塚
市
を
拠
点
と
し
、
日
本
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
界
を
牽
引
す
る
宝
塚
歌
劇
団
。

１
９
１
４
年
の
創
立
以
降
、
戦
争
や
災
害
な
ど
数
々
の
歴
史
の
う
ね
り
を
乗
り
越
え
、

こ
の
た
び
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
数
カ
月
の
公
演
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
、
い
ち
早
く
再
開
に
踏
み
切
っ
た
。

未
だ
不
透
明
な
世
情
の
な
か
、
痛
み
を
伴
い
な
が
ら
も
舞
台
の
灯
を
と
も
し
続
け
る

そ
の
原
動
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

理
事
長
の
小
川
友
次
氏
に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、

１
０
０
余
年
の
歴
史
の
な
か
で
紡
が
れ
た
宝
塚
歌
劇
の
文
化
力
に
迫
っ
た
。

兵
庫
県
宝
塚
市
を
拠
点
と
し
、
日
本
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
界
を
牽
引
す
る
宝
塚
歌
劇
団
。

１
９
１
４
年
の
創
立
以
降
、
戦
争
や
災
害
な
ど
数
々
の
歴
史
の
う
ね
り
を
乗
り
越
え
、

こ
の
た
び
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
数
カ
月
の
公
演
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
、
い
ち
早
く
再
開
に
踏
み
切
っ
た
。

未
だ
不
透
明
な
世
情
の
な
か
、
痛
み
を
伴
い
な
が
ら
も
舞
台
の
灯
を
と
も
し
続
け
る

そ
の
原
動
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

理
事
長
の
小
川
友
次
氏
に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、

１
０
０
余
年
の
歴
史
の
な
か
で
紡
が
れ
た
宝
塚
歌
劇
の
文
化
力
に
迫
っ
た
。

時
代
を
乗
り
越
え
紡
ぐ

「
宝
塚
歌
劇
」の
文
化
力

小
川
友
次
［
宝
塚
歌
劇
団
理
事
長
］

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

加
藤
し
の
ぶ
＝
取
材
・
執
筆　

 

宮
村
政
徳
＝
撮
影
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門
チ
ャ
ン
ネ
ル
「
タ
カ
ラ
ヅ
カ
・
ス
カ
イ
・
ス
テ
ー
ジ
」

で
の
放
送
や
、
映
画
館
で
の
ラ
イ
ブ
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
な

ど
は
行
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
Y
ou
T
u
b
e
で
の

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
や
、
端
末
へ
の
ラ
イ
ブ
配
信
事
業
な

ど
に
も
参
入
し
た
の
で
あ
る
。

「
生
の
舞
台
に
勝
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
そ
れ

が
で
き
な
い
今
だ
か
ら
こ
そ
、
ラ
イ
ブ
で
は
な
い
事
業

を
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
特
に
今
回
は

外
出
で
き
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
お
客
さ
ま
に
ご
自
宅

で
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
を
こ
の
機
会
に
進
め
た

の
で
す
。
幸
い
、
我
々
は
上
演
し
て
き
た
多
く
の
作
品

の
著
作
権
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
先
人
が
築
い
て
く

れ
た
財
産
を
ア
ー
カ
イ
ブ
で
放
送
・
配
信
で
き
ま
し
た
」

ひ
と
つ
の
舞
台
は
、
役
者
は
も
ち
ろ
ん
、
演
出
家
、

振
付
家
、
音
楽
家
、
衣
装
や
舞
台
装
置
な
ど
の
制
作
ス

タ
ッ
フ
と
、
多
く
の
人
の
手
を
経
て
初
め
て
完
成
す
る
。

そ
の
た
め
、
過
去
作
品
の
再
利
用
に
は
多
く
の
著
作
権

の
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
。
し
か
し
宝
塚
歌
劇
は
舞
台
に

関
わ
る
す
べ
て
が
自
前
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
を
１
０
０

年
も
の
長
き
に
わ
た
り
積
み
重
ね
て
き
た
強
み
が
大
い

に
活
き
た
の
で
あ
る
。

Y
o
u
T
u
b
e
の
宝
塚
歌
劇
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
は

ア
ー
カ
イ
ブ
映
像
だ
け
で
な
く
、
５
～
６
月
に
生
徒
に

よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
動
画
、
７
月
に
は
大
劇
場
で
の
コ
ー

ラ
ス
「O

U
R FAVO

RITE TAK
ARAZU

K
A

」
な
ど

も
配
信
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
生
徒
か
ら

「
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
の
声

が
上
が
っ
て
実
現
し
た
と
い
う
。

「
彼
女
た
ち
は
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
追

わ
れ
る
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
何

カ
月
も
舞
台
に
立
て
な
く
な
っ
た
。
そ
の
間
、
自
宅
で

リ
モ
ー
ト
で
の
稽
古
を
続
け
な
が
ら
自
分
た
ち
は
何
者

だ
ろ
う
と
考
え
、
あ
ら
た
め
て
舞
台
に
立
つ
表
現
者
で

あ
る
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
舞
台
が
で

き
な
い
分
、
フ
ァ
ン
や
お
客
さ
ま
に
向
け
て
自
分
は
何

が
で
き
る
か
を
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
時
間
に
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。
雪
組
ト
ッ
プ
の
望の

ぞ

海み

風ふ
う

斗と

は
、
こ
の
時

点
で
退
団
も
決
ま
っ
て
い
て
、
忙
し
く
な
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
『
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
や
り
ま
す
』
と
言
っ

て
く
れ
て
。
嬉
し
か
っ
た
で
す
よ
」

通
常
は
組
別
に
分
か
れ
て
公
演
す
る
た
め
全
組
の
生

徒
が
一
堂
に
集
う
こ
と
は
珍
し
い
な
か
、「O

U
R 

FAVO
RITE TAK

ARAZU
K

A

」
で
は
各
組
ト
ッ
プ

ス
タ
ー
と
生
徒
の
ほ
ぼ
全
員
が
有
志
で
参
加
し
て
い
る
。

「
こ
の
ほ
か
に
も
、
５
組
の
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
が
作
曲
家

フ
ラ
ン
ク
・
ワ
イ
ル
ド
ホ
ー
ン
氏
と
競
演
し
た
『O

ne 

H
eart PRO

JECT

』
や
、
望
海
と
星
組
の
礼れ

い

真ま

琴こ
と

と

い
う
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
二
人
に
よ
る
歌
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
も
配
信
し
ま
し
た
。
今
ま
で
で
き
な
か
っ

た
組
の
垣
根
を
越
え
た
取
り
組
み
が
実
現
で
き
た
の
は

大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
宝
塚
を
退
団
し
た

卒
業
生
た
ち
が
宝
塚
を
応
援
す
る
動
画
を
発
信
し
て
く

れ
た
こ
と
に
も
感
激
し
ま
し
た
。
我
々
は
卒
業
生
に
も

守
ら
れ
て
い
る
と
」

何
よ
り
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
収
録
で
久
し
ぶ
り
に
顔

を
合
わ
せ
た
生
徒
た
ち
の
目
が
輝
い
て
い
た
こ
と
だ
。

「
し
ょ
げ
て
い
る
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
む
し
ろ
自
分

た
ち
は
宝
塚
や
舞
台
が
好
き
な
の
だ
と
自
覚
が
強
ま
っ

て
い
る
の
を
感
じ
ま
し
た
」

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
対
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
過
酷

な
状
況
に
あ
る
医
療
従
事
者
や
苦
難
を
強
い
ら
れ
て
い

る
飲
食
事
業
者
の
方
々
か
ら
「
映
像
を
見
て
力
を
も

ら
っ
て
い
ま
す
」「
こ
れ
を
見
て
ま
た
頑
張
り
ま
す
」

と
い
っ
た
声
が
寄
せ
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

「
大
変
な
状
況
に
あ
る
方
々
に
１
ミ
リ
で
も
勇
気
を
与

え
ら
れ
る
、
我
々
は
そ
う
い
う
立
場
な
ん
だ
と
生
徒
に

も
言
い
聞
か
せ
て
い
ま
す
」

文
化
の
灯
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に

自
粛
期
間
を
経
た
７
月
半
ば
に
宝
塚
歌
劇
は
再
開
。

密
集
を
避
け
る
た
め
客
席
を
半
数
に
減
ら
し
、
舞
台
に

立
つ
生
徒
の
数
も
減
ら
し
、
さ
ら
に
宝
塚
歌
劇
の
醍
醐

味
の
ひ
と
つ
で
あ
る
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
演
奏
は
録
音
演

奏
に
変
え
た
。
し
か
し
、
再
開
後
２
週
間
で
生
徒
と
関

係
者
に
陽
性
が
判
明
。
再
び
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

「
対
策
を
徹
底
し
て
い
て
も
感
染
者
が
出
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
に
無
症
状
の
者
が
多
く
、
自
身
も
周
り
も
気
が
つ

か
な
い
。
コ
ロ
ナ
の
手
ご
わ
さ
を
感
じ
ま
し
た
」

よ
り
強
固
な
対
策
を
と
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
練
り
直

し
に
着
手
。
こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
い
た
体
調
管
理
を
よ

り
徹
底
す
る
こ
と
に
加
え
、
自
宅
か
ら
通
う
生
徒
や
家

族
と
暮
ら
す
ス
タ
ッ
フ
に
は
家
で
も
常
時
マ
ス
ク
着
用

を
義
務
付
け
た
う
え
、
食
事
も
単
独
で
と
る
よ
う
に
指

導
し
た
。
自
主
的
な
検
査
体
制
も
整
え
、
生
徒
や
演
出

家
、
衣
装
部
な
ど
生
徒
に
近
い
ス
タ
ッ
フ
は
週
ご
と
に
、

そ
の
他
の
ス
タ
ッ
フ
も
月
ご
と
或
い
は
公
演
ご
と
に
、

定
期
的
な
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
行
い
、
少
し
で
も
体
調
が
悪

い
者
が
い
れ
ば
迅
速
抗
原
検
査
も
行
っ
て
い
る
。

ハ
ー
ド
面
で
も
劇
場
内
の
頻
繁
な
換
気
、
座
席
や
手

す
り
な
ど
人
が
触
れ
る
部
分
に
は
抗
菌
抗
ウ
イ
ル
ス
加

工
を
実
施
。
ま
た
、
緊
急
事
態
宣
言
等
に
よ
り
万
一
中

断
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
観
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
な
い
よ
う
公
演
期
間
を
長
く
し
、
１
タ
ー
ム
で
40

～
50
回
程
度
だ
っ
た
公
演
を
、
50
～
60
回
程
度
に
増
や

す
な
ど
の
配
慮
も
行
っ
て
い
る
。

「
や
れ
る
だ
け
の
こ
と
は
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も

先
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」。
本
拠
地
だ
け
で
千
人

以
上
の
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
る
大
所
帯
。
舞
台
が
開
幕
し

て
も
陽
性
者
が
ひ
と
り
出
れ
ば
す
ぐ
に
２
週
間
公
演
が

で
き
な
く
な
る
と
い
う
緊
張
感
と
不
安
が
せ
め
ぎ
合
う

毎
日
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
舞
台
を
続
け
て
い
こ
う
と
い

う
気
概
は
、
ど
こ
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
早
い
復
活
は
も
ち
ろ
ん
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。
幕
が

開
い
て
す
ぐ
に
中
止
に
な
っ
た
ら
損
失
も
大
き
い
。
そ

れ
で
も
進
取
の
気
性
に
富
み
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
先

星組公演『眩耀の谷～舞い降りた新星～』『Ｒａｙ――星の光線――』のフィナーレ。
宝塚大劇場での公演は2020年2 ～3月に行われたが、一部が中止を余儀なくされた。

７月に配信された「OUR FAVORITE TAKARAZUKA」。
専科の轟悠（とどろきゆう）と各組トップをはじめ、
歌劇団の有志が参加して歌唱を届けた。

トップが揃った２０２０年のポスター。男役トップは、
左から花組・柚香光、月組・珠城（たまき）りょう、
雪組・望海風斗、星組・礼真琴、宙組・真風涼帆（ま
かぜすずほ）。

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

©宝塚歌劇団
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トップが揃った２０21年のポスター。

武庫川に沿って立つ宝塚大劇場。
この地は、もとは温泉場だったという。
写真：広瀬雅信／アフロ

陣
を
切
っ
て
き
た
の
が
宝
塚
。
ほ
か
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
が
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
な
か
で
も
、
宝
塚

は
進
ん
で
い
く
と
い
う
姿
勢
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
文
化

の
灯
は
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
舞
台
に
立
つ
人

だ
け
で
は
な
く
、
舞
台
の
裏
方
ス
タ
ッ
フ
や
、
劇
場
の
営

業
ス
タ
ッ
フ
な
ど
、
公
演
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
人
が

関
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
方
々
の
た
め
に
も
、
可

能
な
限
り
公
演
を
続
け
よ
う
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
」

街
と
育
み
あ
う
宝
塚
歌
劇
と
い
う
文
化

宝
塚
歌
劇
が
独
特
な
ひ
と
つ
の
文
化
を
形
作
っ
て
き

た
最
大
要
素
は
何
と
い
っ
て
も
「
本
拠
地
」
が
兵
庫
県

宝
塚
市
に
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
折
々
ニ
ュ
ー
ス
な
ど

で
、
劇
場
内
ば
か
り
で
な
く
劇
場
の
周
辺
に
も
多
く
の

フ
ァ
ン
が
集
い
、
ス
タ
ー
が
楽
屋
に
入
る
姿
を
心
待
ち

に
す
る
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ァ
ン
に
と
っ

て
本
拠
地
は
「
ム
ラ
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
る
特
別
な

存
在
だ
。
大
劇
場
に
向
か
う
道
は
「
花
の
み
ち
」
と
称

さ
れ
、
周
辺
に
は
宝
塚
歌
劇
に
ま
つ
わ
る
店
が
立
ち
並

ぶ
。
宝
塚
歌
劇
の
空
気
感
が
充
満
し
た
阪
急
宝
塚
駅
に

降
り
立
っ
た
瞬
間
か
ら
気
分
が
高
揚
す
る
「
ム
ラ
」
は
、

至
便
な
立
地
に
あ
る
東
京
宝
塚
劇
場
で
は
味
わ
え
な
い

「
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
な
の
で
あ
る
。

「
こ
の
場
所
に
小
林
一
三
翁
が
宝
塚
歌
劇
を
作
っ
た
、

そ
の
視
点
が
す
ご
い
と
思
い
ま
す
」
と
小
川
理
事
長
は

話
す
。
小
林
一
三
は
阪
急
電
鉄
を
創
設
し
、
鉄
道
事
業

と
と
も
に
沿
線
の
住
宅
開
発
を
進
め
る
と
い
う
独
創
的

な
発
想
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
着
手
し
、
阪
急

百
貨
店
や
東
宝
を
生
み
出
し
て
き
た
人
物
。
も
と
も
と

は
小
さ
な
温
泉
地
だ
っ
た
宝
塚
に
歌
劇
団
を
作
る
こ
と

で
多
く
の
人
を
呼
び
込
み
、
今
や
歌
劇
の
街
と
し
て
全

国
的
に
知
ら
れ
る
宝
塚
の
礎
を
築
い
た
。

「
無
か
ら
何
か
を
作
り
だ
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
大
変
な
も

の
で
す
。
一
三
翁
は
大
衆
の
方
々
の
生
活
に
潤
い
を
と

い
う
視
点
で
物
事
を
考
え
て
お
ら
れ
た
。
宝
塚
歌
劇
に

し
て
も
、
こ
の
場
所
だ
か
ら
よ
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
は
今
も
夜
に
な
る
と
静
か
に
な
る
と
こ
ろ
で

す
。
都
会
か
ら
外
れ
て
い
る
た
め
、
ど
こ
か
神
秘
性
も

感
じ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
音
楽
学
校
が
あ
り

本
拠
地
が
あ
る
こ
と
が
、
宝
塚
の
ブ
ラ
ン
ド
を
守
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
」

「
地
元
に
愛
さ
れ
る
宝
塚
歌
劇
で
あ
り
た
い
」
と
の
思

い
か
ら
、
宝
塚
市
や
地
域
の
人
と
の
関
係
も
密
で
あ
る
。

他
都
市
で
宝
塚
市
の
Ｐ
Ｒ
を
行
う
際
に
は
生
徒
が
参
加

し
た
り
、
市
民
対
象
の
貸
切
公
演
や
地
元
の
小
中
学
校

の
観
劇
日
を
設
け
、
親
し
ん
で
も
ら
う
機
会
も
作
ら
れ

て
い
る
。
地
元
の
学
生
が
宝
塚
音
楽
学
校
を
受
験
す
る

ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
そ
う
だ
。

人
を
育
て
、活
か
す

も
う
ひ
と
つ
小
川
理
事
長
が
「
一
三
翁
の
す
ご
さ
」

と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
宝
塚
音
楽
学
校
と
い
う
教
育
機

関
を
作
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
舞
台

に
は
多
く
の
人
が
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
材
の

層
の
厚
み
が
宝
塚
歌
劇
の
今
を
作
っ
て
い
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
で
き
あ
が
っ
た
人
材

を
寄
せ
集
め
る
の
で
な
く
、
育
て
て
活
か
す
シ
ス
テ
ム

が
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
る
。

「
小
林
一
三
翁
は
、
い
き
な
り
少
女
歌
劇
を
作
ら
ず
に

ま
ず
学
校
を
作
ら
れ
た
。
即
席
で
は
な
く
育
て
て
舞
台

に
立
た
せ
る
こ
と
を
考
え
ら
れ
た
。
当
時
か
ら
音
楽
学

校
の
講
師
に
海
外
の
人
を
呼
ぶ
な
ど
本
格
的
な
ん
で
す
。

し
か
も
育
て
る
の
は
芸
だ
け
で
な
く
、
人
。
芸
を
磨
く

た
め
に
も
基
礎
と
な
る
の
は
結
局
人
間
力
で
す
か
ら
」

音
楽
学
校
で
学
ぶ
の
は
中
学
卒
業
か
ら
高
校
卒
業
ま

で
の
若
い
女
性
で
あ
る
。
十
年
前
後
で
退
団
す
る
生
徒

に
と
っ
て
、
卒
業
後
の
人
生
の
方
が
ず
っ
と
長
い
。
だ

か
ら
こ
そ
普
段
の
佇
ま
い
か
ら
教
育
す
る
そ
う
で
あ
る
。

「
不
思
議
な
も
の
で
、
普
段
の
佇
ま
い
――
品
格
は
舞

台
に
も
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
大
勢
が
舞
台
に
あ
が
っ
て
い

小
川
友
次
（
お
が
わ
・
と
も
つ
ぐ
）

宝
塚
歌
劇
団
理
事
長
。
１
９
５
６
年
、
大
阪
府
生

ま
れ
。
79
年
、
阪
急
電
鉄
に
入
社
。
83
年
に
は
阪

急
ブ
レ
ー
ブ
ス
（
現
オ
リ
ッ
ク
ス
・
バ
フ
ァ
ロ
ー
ズ
）

で
広
報
を
担
当
す
る
。
98
年
、
宝
塚
大
劇
場
総
支

配
人
就
任
。
２
０
０
５
年
に
梅
田
芸
術
劇
場
専
務
、

09
年
に
同
社
社
長
に
就
任
し
た
後
、
15
年
よ
り
現
職
。

る
と
、
ど
ん
な
に
端
で
も
品
格
の
あ
る
人
は
自
然
に

光
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
人
が
だ
ん
だ
ん
真

ん
中
に
出
て
き
ま
す
ね
」

座
付
き
の
演
出
家
も
同
様
に
育
成
を
重
視
。
現
在
は

隔
年
で
新
人
演
出
家
を
採
用
し
、
40
人
弱
が
在
籍
す
る
。

「
よ
く
『
男
役
十
年
』
と
言
い
ま
す
が
、『
演
出
家
も

十
年
』
で
す
。
時
間
は
か
か
っ
て
も
し
っ
か
り
育
て
て
、

舞
台
に
活
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」

ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
決
裁
権
を
握
る
小
川
理
事
長
に

と
っ
て
、
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
の
選
定
は
最
も
悩
む
と
こ
ろ

だ
と
い
う
。

「
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
は
常
に
主
役
を
担
い
、
演
目
の
決
定

も
左
右
す
る
、
宝
塚
の
看
板
で
す
。
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
条
件
は
、
芸
が
優
れ
て
い
る
の
は
当
た
り
前
で
、
や

は
り
人
と
し
て
優
れ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
肉
体

的
な
強
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
組
を
背
負
い
ま
と
め
る
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
も
求
め
ら
れ
る
。
先
年
、
退
団
し
た
花
組

ト
ッ
プ
の
明あ

日す

海み

り
お
は
、
最
後
の
日
に
『
す
べ
て
を

か
け
て
き
ま
し
た
』
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
す

べ
て
を
投
げ
打
っ
て
で
も
、
宝
塚
に
打
ち
込
め
る
情
熱

が
あ
る
人
が
、
ト
ッ
プ
に
な
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」

経
営
面
で
も
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
小
川
氏
が

生
徒
の
名
前
を
出
し
て
話
す
口
調
に
は
ど
こ
か
娘
の
こ

と
を
話
す
よ
う
な
温
か
み
が
あ
る
。「
親
」
と
「
子
」

の
関
係
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
ト
ッ

プ
ス
タ
ー
の
人
事
は
間
違
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
甘

さ
を
捨
て
、
厳
し
い
目
で
見
、
時
間
を
か
け
て
悩
み
抜

く
の
だ
と
い
う
。
そ
う
し
て
決
断
を
下
し
た
後
は
、
部

屋
に
あ
る
一
三
翁
の
写
真
に
語
り
か
け
る
の
だ
そ
う
だ
。

「『
こ
れ
で
い
い
で
し
ょ
う
か
』
と
報
告
す
る
ん
で
す
。

本
音
を
言
え
ば
、
一
三
翁
の
お
考
え
を
伺
い
た
い
の
で

す
よ
」

未
来
に
向
か
っ
て
常
に
希
望
を

３
月
に
は
、
宝
塚
大
劇
場
で
は
星
組
公
演
『
ロ
ミ
オ

と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』、
東
京
宝
塚
劇
場
で
は
雪
組
公
演

『fff

――
フ
ォ
ル
テ
ィ
ッ
シ
ッ
シ
モ
――
』『
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
～
盗
賊
と
宝
石
～
』
の
上
演
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

今
は
休
止
し
て
い
る
新
人
公
演
の
再
開
も
検
討
し
て
い

る
が
、
今
後
も
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
の
な
か
で
、
先

を
見
通
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
。

「
と
に
か
く
今
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
舞
台
を
つ
と
め
て
い

く
こ
と
。
そ
れ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
生
徒
は
舞
台
に
立

て
な
か
っ
た
時
期
の
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
て
、
今
一

途
に
舞
台
に
向
か
っ
て
い
ま
す
」

何
度
も
舞
台
稽
古
を
し
て
は
翌
日
中
断
に
な
る
辛
さ
、

舞
台
を
無
観
客
配
信
で
行
っ
た
こ
と
…
…
さ
ま
ざ
ま
な

経
験
が
今
、
舞
台
に
立
て
る
喜
び
と
し
て
爆
発
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
そ
う
言
い
な
が
ら
明
る
い
将
来
も
考
え
た
い
で
す
ね
。

新
し
い
顧
客
層
を
開
拓
す
る
た
め
に
も
演
目
も
さ
ら
に

充
実
さ
せ
、
幅
広
い
も
の
に
挑
戦
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
海
外
の
方
に
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
う
た

め
の
取
り
組
み
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
実

は
1
0
0
周
年
以
降
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
や
ウ
エ
ス

ト
エ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
界
等
で
も
宝

塚
を
知
っ
て
く
れ
て
い
る
ん
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で
作
品
が
見
ら
れ
る
環
境
が
あ
る
お
か
げ
で
、
瞬

時
に
海
を
隔
て
た
国
に
も
宝
塚
歌
劇
を
知
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
る
。
海
外
と
の
連
携
が
ス
ム
ー
ズ
に
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
有
り
難
い
こ
と
で
す
。

２
０
２
５
年
に
は
大
阪
・
関
西
万
博
が
あ
り
ま
す
。

１
９
７
０
年
大
阪
万
博
の
時
も
初
舞
台
生
が
万
博
に
参

加
し
て
い
ま
す
し
、
オ
フ
ァ
ー
が
あ
れ
ば
協
力
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」　

宝
塚
歌
劇
団
の
２
０
２
１
年
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

は
「
明
日
へ
の
希
望
を
、
輝
き
に
変
え
て
。」
で
あ
る
。

「
我
々
は
常
に
希
望
を
持
た
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ

う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
ま
し
た
。
希
望
を
輝
き
に

変
え
ら
れ
る
の
は
や
は
り
文
化
の
力
で
す
か
ら
」

［
取
材
日

：

2
0
2
0
年
12
月
17
日
］
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博
物
館
や
美
術
館
な
ど
、
文
化
施
設
の
あ
り
方
が
深

く
問
わ
れ
る
年
と
な
っ
た
２
０
２
０
年
。
京
都
市
京
セ

ラ
美
術
館
（
京
都
市
美
術
館
）
は
当
初
の
予
定
よ
り
も

約
２
カ
月
遅
れ
て
5
月
26
日
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
を
迎
え
た
。
日
本
で
２
番
目
に
古
い
公
立
美
術
館

（
１
９
３
３
年
開
館
）
で
あ
る
同
館
は
、
２
０
１
７
年
か

ら
大
規
模
か
つ
集
中
的
な
改
修
工
事
を
開
始
。
和
と
洋

を
融
合
さ
せ
た
「
帝
冠
様
式
」
の
重
厚
な
印
象
を
残
し

な
が
ら
も
、
ガ
ラ
ス
の
フ
ァ
サ
ー
ド
で
あ
る
「
ガ
ラ

ス
・
リ
ボ
ン
」
を
新
た
な
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
と
し
て
地
下

に
加
え
、
現
代
美
術
を
中
心
と
し
た
先
進
的
な
企
画
展

を
行
う
た
め
の
新
館
「
東
山
キ
ュ
ー
ブ
」
な
ど
も
つ

く
っ
た
。
過
去
の
遺
産
を
積
極
的
に
生
か
し
つ
つ
、
こ

れ
か
ら
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
先
進
的
な
美
術
館
へ
と
、

そ
の
機
能
と
美
を
大
き
く
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
せ
た
。

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
計
画
を
設
計
・
指
導
し
、

２
０
１
９
年
か
ら
は
同
館
の
館
長
に
も
就
任
し
た
の
が
、

建
築
家
の
青
木
淳
氏
だ
。
美
術
館
の
建
物
や
設
備
だ
け

で
な
く
、
そ
の
運
営
や
企
画
ま
で
も
含
め
責
任
を
担
う
。

ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
を
同
時
に
構
想
す
る
と
い
う
、
こ
れ

ま
で
に
な
い
新
し
い
形
で
、
一
体
ど
ん
な
美
術
館
を
実

現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
？　

京
都
市
美
術
館

に
関
わ
っ
た
経
緯
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
設
計
の
狙
い
、

新
た
な
構
想
ま
で
、
詳
し
く
お
話
を
伺
っ
た
。

「
京
都
市
美
術
館
は
、
も
し
か
し
た
ら
私
が
初
め
て
訪

れ
た
美
術
館
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
頃
の
記
憶

だ
か
ら
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
当

時
の
私
は
小
学
校
３
年
生
く
ら
い
。
よ
く
覚
え
て
い
る

の
は
、
な
ん
だ
か
暗
く
て
怖
い
場
所
だ
な
と
い
う
印
象

で
す
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
美
術
館
が
つ
く

ら
れ
た
当
初
も
っ
て
い
た
建
物
の
意
図
そ
の
も
の
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
今
で
こ
そ
美
術
館
は
、
よ
り
多
く

の
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
敷
居
の
低
い
場
所
で
あ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
当
時
は
そ
う
で
も
な
か
っ
た
。

美
術
館
は
、
い
わ
ば
権
威
あ
る
『
美
の
殿
堂
』
で
あ
り
、

敷
居
は
高
い
方
が
よ
い
。
だ
か
ら
玄
関
は
立
派
だ
け
ど
、

け
っ
こ
う
狭
か
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
ね
」

こ
の
ま
ま
で
も
、い
い
美
術
館
じ
ゃ
な
い
か

そ
の
「
暗
く
て
怖
い
」、
古
く
て
権
威
的
な
場
所
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
、
こ
の
建
物
が
も
つ
大
き
な
可

能
性
に
気
づ
い
た
の
は
、
２
０
１
５
年
に
京
都
で
開
催

さ
れ
た
国
際
芸
術
祭
「PARASO

PH
IA

:

京
都
国
際

現
代
芸
術
祭
」
に
お
け
る
同
館
の
展
示
が
契
機
だ
っ
た
。

「
こ
の
建
物
に
は
も
と
も
と
東
西
南
北
に
４
つ
の
玄
関

が
あ
り
、
１
階
と
２
階
に
は
南
北
に
ふ
た
つ
ず
つ
正
方

形
の
回
廊
が
設
置
さ
れ
、
４
つ
の
展
覧
会
を
別
々
に
開

催
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
中
央

ホ
ー
ル
は
か
つ
て
彫
刻
作
品
を
置
く
た
め
の
『
大
陳
列

室
』
と
呼
ば
れ
て
、
全
体
を
つ
な
ぐ
た
め
の
ロ
ビ
ー
と

し
て
の
位
置
づ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、

そ
も
そ
も
建
物
の
全
体
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
初
め
て
美
術
館
の
全
体
を
把
握
で
き
、

意
外
に
も
『
現
代
美
術
の
作
品
に
も
合
う
、
現
役
バ
リ

バ
リ
の
美
術
館
じ
ゃ
な
い
か
！
』
と
驚
い
た
の
で
す
」

ふ
だ
ん
は
閉
じ
て
い
た
東
側
の
玄
関
が
、
東
山
に
向

け
て
大
き
く
開
い
て
い
た
の
も
印
象
的
だ
っ
た
。
外
に

右／平安神宮や京都国立近代美術館などを擁する
京都市左京区・岡崎公園内に位置する京都市京セ
ラ美術館。日本の公立美術館のなかでは、最も古
い形で現存する由緒ある建物だ。撮影／来田猛
上／ 1933年、大礼記念京都美術館として開館し
た当時の写真。海外展の先駆けとして55年「ルー
ヴル国立美術館所蔵フランス美術展」、64年「ミロ
のヴィーナス特別公開」、65年「ツタンカーメン展」
なども開催され当時話題となった。写真提供／京
都市京セラ美術館

美
術
館
の
新
し
い
未
来

――
ア
ー
ト
の
役
割
を
考
え
る　

青
木
淳
［
京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館
館
長
］

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

脇
坂
敦
史
＝
取
材
・
執
筆　

 

宮
村
政
徳
＝
人
物
撮
影

２
０
２
０
年
５
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館
。

「
コ
ロ
ナ
禍
の
今
、美
術
館
は
必
要
な
の
か
？
」と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
な
か
、

こ
の
美
術
館
は
、そ
れ
以
前
か
ら
、そ
も
そ
も
現
代
に
求
め
ら
れ
る
美
術
館
の
あ
り
方
を
熟
慮
し
、

建
物
や
設
備
の
ハ
ー
ド
と
、展
示
・
運
営
な
ど
の
ソ
フ
ト
の
両
面
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
、建
築
家
と
し
て
同
館
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、館
長
も
務
め
る
青
木
淳
氏
は
、

京
都
・
岡
崎
と
い
う
地
域
に
、人
々
に
、「
開
か
れ
た
美
術
館
」を
提
供
す
る
べ
く
日
々
ま
い
進
し
て
い
る
。

青
木
氏
に
、そ
の
意
図
や
経
緯
、コ
ロ
ナ
禍
で
見
え
て
く
る
ア
ー
ト
の
役
割
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

２
０
２
０
年
５
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館
。

「
コ
ロ
ナ
禍
の
今
、美
術
館
は
必
要
な
の
か
？
」と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
な
か
、

こ
の
美
術
館
は
、そ
れ
以
前
か
ら
、そ
も
そ
も
現
代
に
求
め
ら
れ
る
美
術
館
の
あ
り
方
を
熟
慮
し
、

建
物
や
設
備
の
ハ
ー
ド
と
、展
示
・
運
営
な
ど
の
ソ
フ
ト
の
両
面
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
、建
築
家
と
し
て
同
館
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、館
長
も
務
め
る
青
木
淳
氏
は
、

京
都
・
岡
崎
と
い
う
地
域
に
、人
々
に
、「
開
か
れ
た
美
術
館
」を
提
供
す
る
べ
く
日
々
ま
い
進
し
て
い
る
。

青
木
氏
に
、そ
の
意
図
や
経
緯
、コ
ロ
ナ
禍
で
見
え
て
く
る
ア
ー
ト
の
役
割
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

特
集
／
未
来
を
創
る
|
|
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち
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日
本
庭
園
が
見
え
、
コ
ー
ヒ
ー
を
楽
し
む
人
た
ち
の
姿

が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、「
こ
の
ま
ま
で
も
、
い
い
美

術
館
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
え
た
こ
と
が
、
今
回
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
の
明
快
な
出
発
点
と
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
老
朽
化
し
た
美
術
館
を
現
代
に
合
わ
せ

る
た
め
に
は
、
多
く
の
改
良
が
必
要
だ
っ
た
。
狭
い
西

玄
関
の
下
に
ス
ロ
ー
プ
を
つ
く
り
、
地
下
に
「
ガ
ラ

ス
・
リ
ボ
ン
」
と
い
う
広
々
と
し
た
明
る
い
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
を
新
た
に
つ
く
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
だ
。
こ
こ

に
は
カ
フ
ェ
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
置
か

れ
、
展
示
室
に
入
る
予
定
の
な
い
人
で
も
ち
ょ
っ
と
訪

れ
て
み
た
く
な
る
「
敷
居
の
低
さ
」
が
あ
る
。

「
こ
の
ガ
ラ
ス
面
は
、
外
を
向
い
た
ひ
と
つ
の
キ
ャ
ン

バ
ス
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
設
計
し
ま
し
た
。
作
品
を
一

種
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
と
し
て
外
に
提
示
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
ま
た
、
夜
は
こ
の
『
ガ
ラ
ス
・
リ
ボ
ン
』

自
体
が
作
品
に
も
な
る
。
中
か
ら
光
が
漏
れ
て
綺
麗
な

ん
で
す
。
岡
崎
地
区
は
夜
が
け
っ
こ
う
暗
い
の
で
す
が
、

美
術
館
の
閉
館
よ
り
も
遅
い
時
間
ま
で
カ
フ
ェ
を
開
け
、

夜
も
散
歩
で
き
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
な
れ
ば
い
い
」

古
い
も
の
を
新
し
い
も
の
で
置
き
換
え
る
の
で
も
な

く
、
か
と
い
っ
て
新
旧
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
こ
と
さ
ら

強
調
す
る
の
で
も
な
い
。
古
い
も
の
に
新
し
い
も
の
を

な
じ
ま
せ
な
が
ら
現
代
に
合
わ
せ
る
。
プ
ロ
ポ
ー
ザ

ル
・
コ
ン
ペ
か
ら
青
木
氏
が
一
貫
し
て
提
示
し
た
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
の
思
想
は
、
京
都
市
側
の
描
い
た
新
し
い

美
術
館
の
構
想
と
も
一
致
す
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

美
術
館
の
館
長
に
就
任
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
想
像
も

し
て
い
な
か
っ
た
オ
フ
ァ
ー
に
は
驚
い
た
が
、「
蛮
勇

を
ふ
る
い
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
」
の
は
、
美
術
館

の
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
は
決
し
て
切
り
離
せ
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
公
共
建
築
に
お
い
て
は
、
建
築

れ
動
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
。
た
と
え
ば
、「
開
か

れ
た
美
術
館
」
と
い
う
大
き
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て

は
一
致
で
き
て
も
、
そ
の
中
身
や
方
法
論
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
、
と
い
う
共
通
認
識
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。

そ
ん
な
「
揺
れ
動
く
美
術
館
の
今
」
を
、
い
わ
ば
炙

り
出
し
て
し
ま
っ
た
の
が
コ
ロ
ナ
禍
と
い
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
困
難
な
時
期
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
開
館

し
た
京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館
の
取
り
組
み
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
報
道
さ
れ
、
注
目
も
集
め
た
。

「
２
カ
月
遅
れ
で
開
館
し
た
も
の
の
、
相
当
に
絞
っ
た

数
し
か
お
客
さ
ん
を
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

事
前
予
約
制
と
い
う
方
法
に
な
っ
た
。
ま
た
私
た
ち
が

一
番
重
要
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、

東
西
を
自
由
に
行
き
来
で
き
る
よ
う
な
通
路
と
し
て
の

美
術
館
も
ま
だ
実
現
で
き
て
い
な
い
。
入
る
と
き
に
検

温
を
す
る
必
要
な
ど
が
あ
り
、
人
の
流
れ
を
止
め
て

チ
ェ
ッ
ク
し
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
で
す
」

大
規
模
展
覧
会
の
あ
り
方
に

一
石
を
投
じ
た
コ
ロ
ナ
禍

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の

確
保
」
は
、
日
本
中
の
博
物
館
や
美
術
館
で
過
去
に
な

い
よ
う
な
対
応
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け

大
き
な
影
響
を
被
っ
た
の
が
、
大
量
動
員
を
見
込
ん
だ

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
協
賛
企
業
と
共
に
行
う
「
ブ
ロ
ッ

ク
バ
ス
タ
ー
展
」
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
展
覧
会
だ
。

「
そ
う
い
う
モ
デ
ル
だ
け
で
美
術
館
を
経
営
し
よ
う
と

思
う
と
、
と
て
も
危
険
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
観
光
業
だ
け
に
頼
っ
た
ま
ち
づ
く
り
が

脆
い
の
と
同
じ
で
す
。
予
想
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
が
、
偶
然
に
も
美
術
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
あ

た
り
私
た
ち
が
考
え
て
き
た
こ
と
と
重
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
の
美
術
館
は
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ

の
展
覧
会
ば
か
り
を
や
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
複
合
的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
な
か
で

も
美
術
館
の
核
と
な
る
の
は
、
い
つ
の
時
代
も
収
蔵
品

で
す
。
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
初
め
て
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
ル
ー
ム
を
つ
く
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
美
術
館
の
収

蔵
品
を
最
大
限
に
生
か
す
た
め
の
場
所
で
す
」

常
設
展
示
室
と
い
う
と
、
企
画
展
を
見
終
え
た
客
の

一
部
が
ま
ば
ら
に
い
る
だ
け
の
寂
し
い
部
屋
を
思
い
浮

か
べ
る
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
美
術
館
で

は
長
い
あ
い
だ
常
設
展
示
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
だ
が
、
海
外
か
ら
有
名
作
品

を
借
り
て
く
る
よ
う
な
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
難

し
く
な
っ
た
状
況
か
ら
も
、
こ
れ
か
ら
大
い
に
再
評
価

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

一
般
的
に
美
術
館
の
役
割
と
し
て
「
収
集
保
存
」

「
調
査
研
究
」「
展
示
公
開
」「
教
育
普
及
」
が
挙
げ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
青
木
氏
の
語
る
「
複
合
的
な
活

動
」
も
ま
た
、
こ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

「
調
査
研
究
や
教
育
普
及
も
、
美
術
館
に
と
っ
て
非
常

に
大
切
な
役
割
で
す
。
な
か
で
も
、
や
や
一
方
的
な
イ

メ
ー
ジ
の
あ
る
『
教
育
普
及
』
と
い
う
言
葉
は
、『
ラ
ー

ニ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
と
呼
び
か
え
る
こ
と
に
し
て
、

内
容
も
大
き
く
見
直
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

作
家
を
呼
ん
で
講
演
を
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
よ
う
な

催
し
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
違
う
立
場
に
い
る
人
た

水
戸
芸
術
館
（
１
９
９
０
年
開
館
）
で
当
時
と
し
て
は
先

進
的
な
「
現
代
美
術
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
の
設
計
に
携
わ
っ

た
と
き
か
ら
。
こ
の
と
き
追
求
し
た
の
は
、
ど
ん
な
作

品
で
も
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
、
主
張
の
少
な
い

白
い
壁
面
を
特
徴
と
す
る
「
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
」
と

呼
ば
れ
る
展
示
室
だ
っ
た
。
外
の
世
界
と
隔
絶
さ
れ
、

た
だ
作
品
の
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
、
ど
こ
ま
で
も
抽

象
化
さ
れ
た
部
屋
。
現
実
に
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
は

あ
る
が
、
そ
ん
な
理
想
上
の
空
間
を
実
現
す
る
た
め
に
、

天
井
を
斜
め
に
し
て
照
明
を
均
一
に
す
る
な
ど
、
建
築

家
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

そ
の
後
、
２
０
０
０
年
か
ら
は
青
森
県
立
美
術
館
の

設
計
に
も
携
わ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
青
木
氏
の
考
え

も
、
時
代
の
趨す

う

勢せ
い

と
と
も
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
展

示
空
間
と
し
て
の
理
想
を
追
求
し
た
「
ホ
ワ
イ
ト

キ
ュ
ー
ブ
」
を
残
し
な
が
ら
も
、
三
内
丸
山
遺
跡
の
隣

と
い
う
立
地
の
特
殊
性
を
生
か
し
た
、「
発
掘
現
場
の

よ
う
な
」
個
性
的
な
空
間
を
敢
え
て
つ
く
り
、
作
品
と

の
有
機
的
な
呼
応
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
し
た
の
だ
。
古

く
て
重
厚
な
、
や
や
前
時
代
的
と
も
い
え
る
デ
ザ
イ
ン

を
も
つ
京
都
市
美
術
館
で
あ
っ
て
も
、
十
分
に
現
代
的

た
り
う
る
。
そ
の
よ
う
に
確
信
し
て
新
た
な
美
術
館
像

を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
豊
富
な

経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
。

「
美
の
殿
堂
」
と
い
う
過
去
か
ら
、
よ
り
開
か
れ
た
美

術
館
へ
。
時
代
と
と
も
に
、
美
術
館
に
求
め
ら
れ
る
役

割
や
価
値
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
建
築
家
で
あ
る
青

木
氏
が
館
長
と
し
て
初
め
て
美
術
館
の
「
内
部
」
に
飛

び
込
ん
で
み
て
感
じ
た
の
も
、「
こ
の
世
界
は
今
、
揺

家
が
設
計
で
思
い
描
い
た
建
物
の
使
わ
れ
方
と
、
実
際

に
は
真
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

「
ハ
ー
ド
の
問
題
は
つ
ね
に
ソ
フ
ト
の
問
題
を
含
む
し
、

ソ
フ
ト
の
問
題
も
ハ
ー
ド
の
問
題
を
含
む
。
よ
く
誤
解

さ
れ
る
の
で
す
が
、
美
術
館
の
館
長
と
い
う
の
は
、
展

覧
会
を
企
画
す
る
職
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
美
術
館
に

は
、
展
覧
会
を
企
画
す
る
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
ほ
か
に
も

た
く
さ
ん
の
専
門
職
が
い
る
。
そ
の
な
か
で
館
長
は
英

語
でdirector

、つ
ま
り
美
術
館
が
動
い
て
い
く
方
向
を

指
し
示
す
仕
事
。
新
し
い
美
術
館
の
姿
勢
が
定
ま
り
軌

道
に
乗
る
ま
で
、
試
運
転
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
」

「
揺
れ
動
く
美
術
館
の
今
」が
見
え
て
き
た

青
木
氏
が
建
築
家
と
し
て
初
め
て
美
術
館
と
真
正
面

か
ら
向
き
合
っ
た
の
は
、
１
９
８
０
年
代
の
終
わ
り
。

新進作家の作品を中心に発信するスペース
「ザ・トライアングル（写真は地上北西エントランス部分）」。
撮影／来田猛

リニューアルを機に「南回廊」１階に新たに設けられた
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ち
が
集
ま
り
、
い
ろ
い
ろ
話
し
合
っ
た
り
、
一
緒
に
何

か
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
っ
と
美
術
館
の
中
で
行

わ
れ
て
ほ
し
い
。
完
成
さ
れ
た
作
品
や
展
示
を
見
に
行

く
だ
け
で
な
く
、
つ
く
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
も
含
め
て

美
術
を
見
て
い
く
、
考
え
て
い
く
、
捉
え
て
い
く
、
関

わ
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
場
所
に
し
た
い
」

そ
の
た
め
の
交
流
拠
点
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の

が
、
子
ど
も
も
大
人
も
遊
び
感
覚
で
ア
ー
ト
鑑
賞
を
楽

し
め
る
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
ツ
ー
ル
を
常
備
す
る
「
談
話

室
」。
ま
た
、
美
術
館
の
中
だ
け
で
な
く
、
京
都
の
ま

ち
中
で
気
軽
に
文
化
芸
術
と
親
し
む
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
ア
ー
ト
・
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」 

も
準
備
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

食
や
着
物
、
茶
道
や
工
芸
と
い
っ
た
生
活
に
根
ざ
し
た

ア
ー
ト
を
楽
し
む
た
め
の
ハ
ブ
と
し
て
、
美
術
館
が
よ

り
積
極
的
な
機
能
を
担
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

日
々
、新
た
な
見
方
を
発
見
す
る
こ
と
が
大
切

コ
ロ
ナ
禍
が
投
げ
か
け
た
の
は
文
化
や
芸
術
が
ビ
ジ

ネ
ス
と
し
て
成
り
立
つ
か
、
と
い
う
問
題
だ
け
で
は
な

い
。
と
き
に
は
「
こ
ん
な
大
変
な
と
き
に
ア
ー
ト
？
」

と
い
う
露
骨
な
形
で
、
そ
の
存
在
意
義
ま
で
が
揺
さ
ぶ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
し
た
問
い
か
け
に

対
し
青
木
氏
は
、
問
題
の
根
本
は
や
は
り
ア
ー
ト
の
敷

計
す
る
と
、
い
つ
も
最
終
的
に
は
す
ご
く
変
わ
っ
た
も

の
に
な
る
（
笑
）。
誰
も
が
非
常
に
違
っ
て
い
て
、
た

だ
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
す
」

建
築
で
は
よ
く
、「
用
、
強
、
美
」
と
い
う
言
葉
を

使
う
。
用
は
建
物
や
部
屋
の
機
能
（
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
）

で
あ
り
使
い
や
す
さ
、
強
は
丈
夫
で
壊
れ
な
い
こ
と
、

美
は
も
ち
ろ
ん
美
し
さ
だ
。
用
や
強
の
な
か
に
も
美
が

紛
れ
こ
ん
で
い
る
の
と
同
じ
で
、
自
分
の
な
か
に
あ
る

「
普
通
」
に
も
、
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
個
性
は
必

ず
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
日
々
、
発

見
す
る
た
め
の
楽
し
く
必
要
な
場
所
と
し
て
、
美
術
館

は
存
在
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
場
所
に
し
た
い

多
く
の
制
約
が
残
る
な
か
、
よ
う
や
く
少
し
ず
つ
で

は
あ
る
が
新
し
い
美
術
館
の
形
が
見
え
は
じ
め
て
い
る
。

２
０
２
０
年
12
月
は
京
都
市
の
岡
崎
地
区
で
、

「CO
N

N
ECT

⇄
（
コ
ネ
ク
ト
）」
と
い
う
新
た
な
試
み
も

始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
美
術
館
、
劇
場
、
図
書
館
、
動
物

園
な
ど
の
文
化
施
設
が
連
携
し
な
が
ら
、
障
が
い
者
の

文
化
と
芸
術
を
各
方
面
と
つ
な
い
で
い
く
、
文
化
庁
な

ど
が
主
催
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館

で
は
「
ガ
ラ
ス
・
リ
ボ
ン
」
で
３
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を

紹
介
。
ガ
ラ
ス
面
を
通
し
て
オ
ー
プ
ン
に
開
か
れ
た
展

示
は
、
文
字
通
り
軽
や
か
に
外
部
と
コ
ネ
ク
ト
し
て
い
た
。

も
う
ひ
と
つ
、
小
さ
い
け
れ
ど
も
き
ら
り
と
光
る
美

術
館
の
「
顔
」
と
な
り
そ
う
な
の
が
、
北
西
の
角
に
新

設
さ
れ
た
「
ザ
・
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
と
い
う
展
示
ス

ペ
ー
ス
だ
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
自
体
は
地
下
に
あ
る
が
、
地

上
部
分
は
大
き
な
ガ
ラ
ス
張
り
と
な
っ
て
お
り
、
こ
ち

ら
も
美
術
館
と
外
部
の
橋
渡
し
と
い
う
役
割
を
担
う
。

「
ザ
・
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、

新
進
の
作
家
た
ち
を
継
続
的
に
育
成
し
、
支
援
し
て
い

く
こ
と
。
や
は
り
無
料
で
観
覧
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
提

供
す
る
こ
と
で
、
市
民
や
観
光
客
ら
が
気
軽
に
現
代
美

術
に
触
れ
る
機
会
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
。

「
作
品
の
展
示
は
作
家
だ
け
で
は
な
く
、
仲
間
と
か
知

り
合
い
の
学
生
た
ち
と
か
に
手
伝
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
、

1
週
間
く
ら
い
か
け
て
設
営
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し

た
過
程
ま
で
含
め
、
美
術
館
を
、
人
が
集
ま
っ
て
き
て

活
動
す
る
た
め
の
場
所
と
し
て
開
い
て
い
き
た
い
」

自
由
な
通
り
抜
け
や
回
遊
は
、
ま
だ
十
分
に
実
現
し

て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
人
が
集
ま
る
こ
と
を
前

提
と
し
た
意
欲
的
な
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
試
み
も
、
こ
れ
か

ら
の
課
題
だ
。
け
れ
ど
も
、
オ
ー
プ
ン
か
ら
半
年
以
上

が
経
過
し
、
美
術
館
を
訪
れ
る
人
の
平
均
年
齢
は
大
幅

に
下
が
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
美
術
館
の
カ
フ
ェ

「EN
FU

SE

（
エ
ン
フ
ュ
ー
ズ
）」
で
販
売
す
る
ピ
ク
ニ
ッ

ク
セ
ッ
ト
（
お
弁
当
と
飲
み
物
、
美
術
館
図
録
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
る
。
11
月
末
ま
で
。
春
か
ら
販
売
再
開
予
定
）
を

も
っ
て
周
囲
の
芝
生
で
く
つ
ろ
ぐ
若
い
人
た
ち
の
姿
も

話
題
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
述
の
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
ア
ー
ト
・
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」 

へ
向
け
た
布
石
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
青
木
氏
が
注
目
す
る
の
は
、
も
っ
と
若
い
人

た
ち
。
た
と
え
ば
、
小
学
生
や
中
学
生
を
美
術
館
に
呼

び
込
む
こ
と
だ
。

「
近
く
に
あ
る
小
学
校
の
生
徒
た
ち
の
姿
が
、
ま
だ
あ

ま
り
見
ら
れ
な
い
の
は
残
念
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
も
、
面
白
い
場
所
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
。
た
ぶ

ん
、
ま
だ
敷
居
が
高
い
の
だ
ろ
う
な
あ
。
ま
ず
は
来
て

も
ら
う
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
、
少
し
で
も
彼
ら
が
楽
し

め
る
場
所
に
し
て
い
き
た
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
と
、
学
校
の
授
業

で
美
術
館
や
博
物
館
が
盛
ん
に
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

当
た
り
前
の
よ
う
に
小
さ
い
頃
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
そ

う
い
う
場
所
に
親
し
ん
で
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
大
人
に

な
っ
て
か
ら
も
応
援
し
て
く
れ
る
と
い
う
循
環
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
も
、
子
ど
も
は
す
ご
く
大
切
で
す
」

か
つ
て
、
初
め
て
美
術
館
を
訪
れ
た
少
年
が
「
暗
く

て
怖
い
」
と
感
じ
て
か
ら
、
半
世
紀
以
上
が
た
っ
た
。

近
い
将
来
、
美
術
館
で
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ

る
光
景
が
見
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
実
に
素
晴
ら
し
い
こ

と
だ
。
そ
の
と
き
、
本
当
の
意
味
で
こ
の
美
術
館
は
新

た
な
時
代
を
切
り
開
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

「
美
の
殿
堂
」
の
重
い
扉
を
開
け
放
ち
、
ま
ち
の
人
や

モ
ノ
、
コ
ト
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
開
か
れ
た
美
術

館
」
を
目
指
す
建
築
家
の
挑
戦
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
。

居
が
高
く
、
そ
の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
な
の

で
は
な
い
か
、
と
静
か
に
答
え
て
く
れ
た
。

「
マ
ン
ガ
を
は
じ
め
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
も
ア
ー
ト
だ
と

い
う
話
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
人
が
生
き
て
い
く
う
え

で
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
何
か
を
つ
く
る
と
い
う
の

は
、
か
な
り
根
源
的
な
本
能
。
私
た
ち
は
ア
ー
ト
と
い

う
言
葉
を
、
少
し
狭
く
捉
え
す
ぎ
て
い
る
と
思
う
。　

た
と
え
ば
、
栄
養
を
と
る
食
と
楽
し
む
食
は
、
違
い

ま
す
。
美
味
し
い
、
楽
し
い
、
美
し
い
と
い
っ
た
価
値

が
結
び
つ
い
て
食
が
あ
る
。
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
た

い
。
綺
麗
な
も
の
を
着
た
い
。
面
白
い
映
画
を
見
た
い
。

気
取
ら
ず
、
生
活
の
な
か
に
あ
る
も
の
の
延
長
と
し
て

ア
ー
ト
を
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
生
活
の
な
か

に
発
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
も
ア
ー
ト
の
役
割
だ

と
思
い
ま
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ゴ
ッ
ホ
の
絵

を
見
る
と
『
あ
あ
、
こ
う
い
う
風
に
自
然
が
見
え
る
ん

だ
！
』
と
い
う
発
見
が
あ
る
。
人
間
は
五
感
で
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
そ
う
で
は
な

い
。
先
入
観
と
固
定
観
念
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
の
方

が
多
い
生
き
物
で
す
。
そ
の
息
苦
し
い
状
態
か
ら
解
放

し
て
く
れ
、
新
た
な
見
方
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、

人
間
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

私
た
ち
が
ふ
だ
ん
文
化
だ
と
か
芸
術
だ
と
思
っ
て
い

な
い
も
の
の
な
か
に
も
、
ア
ー
ト
は
あ
る
。
そ
の
こ
と

を
、
建
築
家
と
し
て
の
経
験
か
ら
も
語
っ
て
く
れ
た
。

「
住
宅
設
計
を
頼
ま
れ
る
と
き
、
よ
く
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

か
ら
『
僕
ら
は
普
通
の
人
間
だ
か
ら
、
普
通
の
家
を
つ

く
っ
て
く
だ
さ
い
』
と
最
初
に
釘
を
刺
さ
れ
る
ん
で
す
。

で
も
、
そ
の
人
た
ち
の
希
望
を
聞
き
な
が
ら
丁
寧
に
設

青
木
淳
（
あ
お
き
・
じ
ゅ
ん
）

１
９
５
６
年
、
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
82
年
東
京
大
学

工
学
部
建
築
学
修
士
修
了
。
磯
崎
新
ア
ト
リ
エ
勤

務
を
経
て
、
91
年
株
式
会
社
青
木
淳
建
築
計
画
事

務
所
設
立
（
2
0
2
0
年
、
A
S
に
改
組
）。
住
宅
、

公
共
建
築
、
商
業
施
設
ほ
か
多
く
の
作
品
に
着
手
。

主
な
作
品
に
潟
博
物
館
（
１
９
９
７
）、
青
森
県
立

美
術
館
（
２
０
０
６
）、
大
宮
前
体
育
館
（
２
０
１
4
）、
三
次
市
民
ホ
ー
ル
き
り

り
（
２
０
１
４
）
な
ど
。
ま
た
新
潟
県
十
日
町
市
の
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
に

も
取
り
組
む
。
京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館
の
改
修
設
計
（
の
ち
に
同
館
館
長
に
就

任
）
で
は
、「
第
62
回
毎
日
芸
術
賞
」
を
西
澤
撤
夫
氏
と
共
に
受
賞
。

本館の中心に位置する天井高16ｍの明るく開放的な「中央ホール」。
地下１階から2階への３フロアや「北回廊」と「南回廊」、「東山キュー
ブ」「日本庭園」を自由に往来できるハブとしての機能をもつ。バルコ
ニーやらせん階段も印象的で、まさに青木館長が目指す「開かれた美
術館」の要となる場所だ。

［
取
材
日

：

2
0
2
0
年
12
月
14
日
］
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２
０
２
１
年
の
年
が
明
け
た
。
２
０
２
０
年
に
引
き

続
き
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19
感
染
対
策
の
決
め
手
が
未
だ
見

え
な
い
状
況
に
あ
る
。
今
や
「W

ith

コ
ロ
ナ
」
と
い

う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ
と
付
き
合
い

な
が
ら
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ

の
よ
う
な
中
で
こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
や
幸
福
は
ど
う
な
っ

て
い
く
の
か
。
そ
し
て
私
た
ち
が
人
と
の
「
集
ま
り
」

の
中
で
共
有
し
、
育
ん
で
き
た
「
文
化
」
を
ど
の
よ
う

に
維
持
し
、
再
生
産
し
て
い
く
の
か
。「
こ
こ
ろ
」
か

ら
見
て
も
、
大
き
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
と
い
っ
て

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

筆
者
の
専
門
は
「
文
化
心
理
学
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

い
う
「
文
化
」
は
芸
術
や
伝
統
な
ど
に
は
限
ら
な
い
広

義
の
も
の
で
あ
り
、
生
活
習
慣
や
そ
の
背
後
に
あ
る
価

値
観
や
物
事
の
理
解
の
仕
方
な
ど
も
含
め
た
も
の
で
あ

る
。
人
は
長
い
歴
史
の
中
で
、
集
団
を
作
っ
て
生
活
を

し
て
き
た
。
集
団
生
活
の
中
で
こ
こ
ろ
の
働
き
を
進
化

さ
せ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
円
滑
に
生

活
を
維
持
し
、
互
い
の
命
を
守
り
合
う
た
め
に
、
何
ら

か
の
「
意
味
」
や
「
価
値
」
を
集
団
の
中
で
共
有
し
て

き
た
。
あ
る
い
は
集
団
内
外
の
関
係
性
を
確
認
し
て
紛

争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
や
、
集
団
の
生
産
性
を

あ
げ
る
こ
と
に
寄
与
し
て
き
た
。
つ
ま
り
私
た
ち
は
文

化
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
群
れ
」
で
は
な

く
意
味
の
あ
る
「
集
合
」
と
し
て
機
能
し
、
生
産
性
や

生
存
可
能
性
を
飛
躍
的
に
進
化
さ
せ
て
き
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
次
世
代
に
自
分
た
ち
が
育
ん
だ
価
値
や
規
範
を

伝
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
文
化
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ

る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
文
学
や
音
楽
な
ど
の
芸
術
や
、

建
築
物
や
道
具
な
ど
の
人
工
物
を
物
理
的
空
間
に
結
実

さ
せ
、
次
世
代
に
伝
承
す
る
。
次
世
代
は
そ
う
し
て
引

き
継
い
だ
も
の
か
ら
学
習
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
を
生

き
る
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
や
知
能
の
働
き
は
「
文
化
」
か

ら
の
恩
恵
な
し
に
は
あ
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
私
た
ち

の
こ
こ
ろ
は
す
で
に
文
化
的
産
物
で
あ
る
と
い
え
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の　
　
　
　
　
　
　

反
応
に
お
け
る
文
化
差

日
本
で
は
「W

ith

コ
ロ
ナ
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
聞

か
れ
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は“Beat the 

Corona”
〈

コ
ロ
ナ
に
打
ち
勝
て
〉
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
や
そ
の
対
策
に
は
現
時
点
で
は

国
や
地
域
の
違
い
が
大
き
く
見
ら
れ
て
い
る
。
人
口

10
万
人
あ
た
り
で
比
較
す
る
と
、
北
米
や
ブ
ラ
ジ
ル
、

欧
州
は
感
染
拡
大
の
ス
ピ
ー
ド
が
桁
違
い
と
な
っ
て
い

る
の
に
対
し
、
台
湾
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
か
な
り
抑
え

込
み
に
成
功
し
て
お
り
、
韓
国
や
中
国
も
人
口
あ
た
り

で
の
比
較
で
は
日
本
よ
り
も
少
な
い
値
と
な
っ
て
い
る
。

筆
者
は
２
０
１
９
年
の
８
月
か
ら
２
０
２
０
年
の
３

月
ま
で
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
フ
ェ
ロ
ー
と
し
て
ア

メ
リ
カ
西
海
岸
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
20
年
２
月
ご
ろ

ま
で
の
ア
メ
リ
カ
で
は
コ
ロ
ナ
に
つ
い
て
は
「
対
岸
の

火
事
」
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
い
た

同
僚
た
ち
か
ら
は
「
日
本
の
家
族
は
大
丈
夫
な
の
か
」

と
よ
く
心
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
は
中
国

を
は
じ
め
と
し
て
東
ア
ジ
ア
圏
で
発
生
し
て
い
る
出
来

事
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
さ
え
な
ん
と
か
す
れ
ば
よ
い
だ

ろ
う
と
い
う
よ
う
な
楽
観
視
が
起
こ
っ
て
い
た
。
あ
れ

だ
け
の
多
民
族
国
家
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
働
き
手
が
相

当
数
い
る
ア
メ
リ
カ
の
反
応
と
し
て
は
、
今
と
な
っ
て

は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
楽
観
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て

実
際
、
３
月
に
入
っ
て
初
期
の
感
染
が
確
認
さ
れ
て
か

ら
は
本
当
に
「
あ
っ
」
と
い
う
間
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と

呼
べ
る
状
態
が
発
生
し
、
３
月
中
旬
に
は
筆
者
が
暮
ら

し
て
い
た
パ
ロ
ア
ル
ト
市
も
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
か
つ
て
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
町

の
中
心
部
か
ら
は
人
が
い
な
く
な
り
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
で

も
買
い
だ
め
す
る
人
た
ち
が
殺
到
し
て
物
が
棚
か
ら
消

え
つ
つ
あ
っ
た
。
お
互
い
に
近
所
で
も
「
怖
い
ね
え
、

気
を
つ
け
な
き
ゃ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い

た
が
、
と
は
い
え
持
続
的
な
脅
威
と
い
う
よ
り
は
「
と

も
か
く
し
ば
ら
く
乗
り
切
れ
ば
大
丈
夫
」
と
い
う
よ
う

に
、
一
過
性
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に

思
う
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
買
い
出
し
に
来
て
い
る
人
が

「
南
部
で
は
ハ
リ
ケ
ー
ン
が
来
る
前
に
、
こ
ん
な
風
な

買
い
出
し
を
よ
く
し
た
も
の
よ
」
と
話
し
て
い
る
の
を

耳
に
し
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
状

況
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
医
療
体
制
の
崩
壊
の
ニ
ュ
ー

ス
が
飛
び
込
ん
で
く
る
と
、
ど
ん
ど
ん
悲
観
的
な
ト
ー

ン
に
な
っ
て
い
っ
た
。
マ
ス
ク
が
そ
れ
ほ
ど
普
及
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
マ
ス
ク
に
対
す
る
精
神
的
な
抵

抗
感
も
強
か
っ
た
た
め
、
当
初
は
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
を
守
ろ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。

5
ｍ
ほ
ど
あ
る
道
路
を
挟
ん
で
会
話
す
る
人
た
ち
を
見

か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
大
学
の
自
分
の
オ
フ
ィ
ス

に
も
（
た
と
え
個
人
部
屋
で
あ
っ
て
も
）
許
可
な
し
に
は

立
ち
入
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
研
究
活
動
も
日
常

生
活
も
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
た
め
予
定
よ
り
は
や
く

日
本
へ
と
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
食
事
会

や
ハ
グ
、
熱
心
な
会
話
を
重
要
視
す
る
ア
メ
リ
カ
の
人

た
ち
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
規
制
を
持
続
的
に
実
施
で

き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
帰
国
し
て
か
ら
も
ず
っ
と
気

が
か
り
に
思
っ
て
い
た
。

日
米
に
お
け
る「
社
会
的
つ
な
が
り
」と　
　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
対
応

ア
メ
リ
カ
の
文
化
に
お
い
て
は
、
出
会
っ
て
す
ぐ
の

他
者
で
あ
っ
て
も
家
庭
内
の
食
事
会
に
招
き
合
い
、
お

互
い
の
家
族
も
含
め
た
自
己
開
示
を
し
て
「
知
る
」
と

こ
ろ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
始
め
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
は
流
動
性
が
高
く
、
様
々
な
他
者
と
新
た
に
出
会

う
機
会
が
あ
る
環
境
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
社
会
に
お
い

て
は
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い
る（
1
）。
そ
れ
は
日
本

的
な
「
歓
迎
会
」
に
似
た
部
分
も
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ

で
は
個
人
対
個
人
の
付
き
合
い
の
中
で
こ
れ
が
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
日
本
で
は
個
人
宅

を
訪
問
し
合
う
こ
と
に
は
抵
抗
感
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

ま
し
て
や
知
り
合
っ
て
間
も
な
い
他
者
で
あ
れ
ば
な
か

な
か
家
に
招
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
家
族

も
数
カ
月
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
の
間
に
、
よ
そ
の
お
宅
に

お
邪
魔
す
る
こ
と
や
、
自
宅
に
他
者
を
招
い
て
食
事
会

を
す
る
機
会
が
か
な
り
の
頻
度
で
発
生
し
て
い
た
。
個

人
主
義
社
会
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
だ
か
ら
こ
そ
、
相

手
が
何
を
し
て
い
る
人
な
の
か
、
こ
れ
か
ら
も
親
し
く

付
き
合
え
そ
う
な
の
か
を
見
極
め
、
選
択
す
る
た
め
に

も
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
個
人

主
義
と
い
っ
て
も
他
者
と
付
き
合
わ
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
当
然
他
者
と
の
助
け
合
い
や
情
報
の
交
換
に
よ
っ

て
社
会
も
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
方
法
が
日
本
的
な

「
ゆ
っ
く
り
親
し
く
な
る
」
と
か
「
義
理
や
人
情
で
付

き
合
う
」
と
い
う
も
の
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
相
手
の
表

情
や
言
動
か
ら
人
の
成
り
立
ち
を
理
解
し
た
う
え
で
、

自
分
が
付
き
合
う
べ
き
相
手
と
す
る
か
ど
う
か
を
選
択

し
た
い
と
い
う
志
向
性
も
強
い
た
め
、
マ
ス
ク
で
顔
が

覆
わ
れ
た
状
態
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る

心
理
的
負
担
も
大
き
い
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
多
民

特
集

未
来
を
創
る
|
|
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち

文
化
と
は
狭
義
の
芸
術
・
表
現
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、こ
こ
ろ
に
大
き
く
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
り
、

コ
ロ
ナ
禍
は
こ
う
し
た
「
こ
こ
ろ
の
文
化
」に
大
き
な
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
る
。

他
者
と
の
〝
つ
な
が
り
〟
を
確
認
し
、あ
る
い
は
新
た
に
創
出
す
る
「
機
会
」と「
場
」が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
で
、

私
た
ち
の
幸
福
観
は
ど
こ
へ
漂
流
し
、
そ
れ
を
こ
の
先
も
繋
ぎ
と
め
る
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。

心
理
学
の
視
点
か
ら
、文
化
芸
術
が
果
た
し
得
る
社
会
的
な
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
。

「
こ
こ
ろ
の
文
化
」

――
コロ
ナ
禍
の
幸
福
と
芸
術
の
役
割
を
考
え
る

U
chida Y

ukiko

内
田
由
紀
子

[

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授]
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█図1：農業の伝統によって協調性が育まれた

地域における
活動への

参加率の高さ

大規模な協力が
必要な生業地帯
（水田農業）

地域全体の
協調性

Uchida et al., 2019より

█図2：日米での幸福感にはこれだけ違いがある

█図3：幸福の意味や結果についての記述を集めると、アメリカでは
	 ほぼ100％肯定的だが日本では否定的な意味も含まれる

Uchida & Kitayama, 2009より
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族
国
家
で
、
個
人
主
義
的
、
か
つ
流
動
性
が
高
い
社
会

な
ら
で
は
の
傾
向
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
化
的
環
境
の
中
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
は
、
社
会
を
、
あ
る
い
は
人
の
こ
こ
ろ

を
不
安
に
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
ア

メ
リ
カ
で
は
「
自
分
だ
け
が
な
ぜ
我
慢
す
る
必
要
が
あ

る
の
か
」
と
い
う
認
識
が
生
じ
た
。
そ
し
て
懸
念
し
て

い
た
通
り
、
長
期
的
に
規
制
を
か
け
続
け
る
の
は
難
し

か
っ
た
。
ま
た
、
デ
ー
タ
に
よ
る
と
社
会
的
な
流
動
性

が
高
い
と
こ
ろ
で
は
感
染
が
広
が
り
や
す
い
と
い
う
こ

と
も
あ
り（
2
）、
日
本
よ
り
も
流
動
性
が
高
い
ア
メ
リ

カ
で
は
行
動
制
御
も
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
に
社
会
格
差

や
医
療
崩
壊
、
政
治
問
題
な
ど
様
々
な
事
柄
が
重
層
的

に
絡
み
、
ア
メ
リ
カ
の
感
染
拡
大
は
膨
れ
上
が
っ
て
し

ま
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
に
お
け
る
社
会
関
係
の
基
礎
は
、

他
者
と
の
集
合
活
動
を
ベ
ー
ス
に
す
る
協
調
・
共
同
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
ら
が
西
日
本
の
４
０
０

ほ
ど
の
集
落
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
て
実
施
し
た
社
会
調

査
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
日
本
の
農
業
地
域
で
は
特
に
協

調
性
が
育
ま
れ
や
す
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
水
田
農
業
地
域
に
お
い
て
は
水
資
源
や
土
地
の

管
理
が
重
要
、
か
つ
多
く
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
に
な

る
た
め
、
伝
統
的
に
人
手
を
集
め
て
様
々
な
こ
と
を
意

思
決
定
す
る
。
そ
し
て
、
議
論
を
円
滑
に
す
る
べ
く
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
、
フ
ォ
ー
マ
ル
両
面
で
集
ま
っ
て
何
か

を
す
る
「
集
合
活
動
」
の
頻
度
が
高
い（
図
1
）。
多
く

の
人
が
関
わ
り
合
う
こ
と
に
よ
り
、
他
者
と
の
一
体
感

や
地
域
へ
の
所
属
心
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら

「
排
除
さ
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
評
価
懸
念
が
生
じ
る

こ
と
が
見
出
さ
れ
て
き
た
（
3
）。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
が

「
個
人
に
よ
る
付
き
合
う
相
手
を
選
ぶ
」
ベ
ー
ス
で
の

社
会
交
流
を
促
進
す
る
の
に
対
し
、
日
本
の
社
会
で
は

組
織
や
集
団
な
ど
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
の
「
集
合
」
が

社
会
交
流
を
促
進
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
コ

ロ
ナ
禍
で
も
集
団
単
位
で
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
た

め
、
企
業
な
ど
の
集
団
が
社
会
交
流
を
ス
ト
ッ
プ
す
る

決
定
を
す
れ
ば
そ
れ
に
従
っ
て
交
流
頻
度
は
減
る
が
、

逆
に
集
団
内
で
食
事
会
の
開
催
を
容
認
す
る
方
向
に
な

れ
ば
、
そ
こ
に
人
々
も
参
加
す
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。

２
０
２
０
年
の
春
ご
ろ
の
緊
急
事
態
宣
言
下
に
お
い
て

は
集
団
の
意
思
決
定
は
「
交
流
不
可
」
に
舵
を
切
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
20
年
末
ご
ろ
に
な
る

と
逆
に
「
交
流
な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な
い
」
と
判
断

し
た
集
団
が
一
定
層
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

文
化
心
理
学
か
ら
見
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
米
で
の
幸
福
の
求
め
方
の
違
い

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
行
動
、
特
に
社
会
的
行
動
に

は
広
い
意
味
で
の
文
化
的
志
向
性
が
関
わ
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
文
化
心
理
学
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
文
化

の
中
に
存
在
す
る
価
値
観
と
こ
こ
ろ
の
働
き
の
関
わ
り

を
調
査
や
実
験
デ
ー
タ
を
通
し
て
実
証
す
る
研
究
分
野

で
あ
る
。
心
理
学
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
、「
こ
こ
ろ
の

外
側
に
あ
る
」
と
さ
れ
て
き
た
「
社
会
や
文
化
、
自
然

環
境
」
と
、「
こ
こ
ろ
の
働
き
」
を
分
け
て
考
え
、
こ

こ
ろ
の
普
遍
的
な
性
質
を
理
解
す
る
こ
と
に
注
力
し
て

き
た
分
野
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
化
心
理
学
は
冒

頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
ろ
は
文
化
と
と
も
に
広

が
っ
て
き
た
と
い
う
理
解
の
も
と
、
こ
の
ふ
た
つ
を
理

論
的
に
は
分
離
し
な
い
考
え
に
基
づ
い
て
研
究
を
行
っ

て
き
た
。

文
化
は
人
の
集
団
の
中
に
出
来
上
が
っ
て
い
く
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
集
団
と
は
国
で
あ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、
地
域
や
企
業
、
学
校
な
ど
の
中
で
形
成
さ
れ

る
文
化
も
あ
る
だ
ろ
う
。
文
化
の
影
響
を
知
る
う
え
で

最
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
歴
史
的
背
景
や
成
り
立
ち

が
あ
る
程
度
異
な
る
文
化
を
比
較
す
る
と
い
う
手
法
と

日
本
で
は
「
昔
は
弱
か
っ
た
」
と
か
、「
精
神
的
な
弱

点
が
あ
る
」「
怪
我
を
乗
り
越
え
た
」
な
ど
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
身
近
で
普
通
の
人
物
が
人
々
の
支
え
を
受

け
な
が
ら
苦
難
を
乗
り
越
え
て
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
と
い

う
ス
ト
ー
リ
ー
が
報
道
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
出
さ
れ
て
い
る（
5
）。
ま
さ
に

「
山
あ
り
谷
あ
り
」
で
、
完
全
無
欠
で
は
な
い
努
力
型

の
物
語
を
私
た
ち
は
好
む
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
20
年

に
大
ヒ
ッ
ト
し
た
ア
ニ
メ
『
鬼
滅
の
刃
』
で
も
、
完
全

無
欠
な
わ
け
で
は
な
い
主
人
公
が
悲
し
み
を
負
い
つ
つ

も
仲
間
や
先
達
か
ら
「
受
け
継
が
れ
た
思
い
」
を
具
現

化
す
る
べ
く
、
ひ
た
む
き
に
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
が

さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
日
米
比
較
研
究
が
頻
繁
に
行

わ
れ
て
き
た
。
両
者
で
は
理
想
と
す
る
感
情
に
も
違
い

が
あ
り
、
北
米
で
は
嬉
し
い
と
か
ウ
キ
ウ
キ
す
る
な
ど

興
奮
度
の
高
い
感
情
が
理
想
的
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

日
本
で
は
ほ
っ
と
す
る
と
か
落
ち
着
く
な
ど
の
覚
醒
度

の
低
い
感
情
が
理
想
的
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）（
図
2
）。

ま
た
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
報
道
に
つ
い
て
の
日
米
比
較

を
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
個
人
の
選
手

の
強
さ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
て
分
析
を
す
る
よ
う
な

報
道
が
多
く
、
身
体
的
特
徴
に
つ
い
て
の
話
が
た
く
さ

ん
語
ら
れ
る
。
ま
さ
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
ス
ー
パ
ー

ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
像
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
あ
る
が
、

テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
幸
福
の
求
め
方
に
も
文
化
差
は
見
ら
れ

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
個
人
の
自
由
と
選
択
に
よ
る
機
会

の
拡
大
に
よ
る
リ
ソ
ー
ス
の
「
獲
得
」
と
、
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
自
尊
心
の
拡
大
が
求
め
ら
れ
、
日
本
で
は
他
者

と
の
協
調
（
自
分
だ
け
が
突
出
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と

分
か
ち
合
う
幸
せ
や
人
並
み
感
）
と
、
喜
び
や
悲
し
み
を

そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
（「
自じ

然ね
ん

」
と
し
て
の
）
幸
福

と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
詳

し
く
は
拙
著
『
こ
れ
か
ら
の
幸
福
に
つ
い
て　

文
化
的
幸
福

観
の
す
す
め
』
を
参
照
）。
そ
し
て
ま
た
、
日
本
に
お
い

て
は
悪
い
こ
と
と
良
い
こ
と
が
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
の

が
人
生
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
〝
陰
陽
思
想
〟
も
根
付

い
て
い
る
と
い
え
る
（
図
3
）。

獲
得
志
向
的
な
幸
福
は
資
本
主
義
と
の
相
性
が
よ
く
、

そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
国
々
に
も
わ
か
り
や
す
く
受
け
入

れ
ら
れ
や
す
い
指
標
と
し
て
流
布
し
て
い
っ
た
。
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
の
拡
大
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
価
値
を

日
本
も
積
極
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
、
な
ん
と
か
こ

れ
ま
で
の
日
本
的
な
協
調
性
よ
り
も
個
人
の
主
張
を
受

け
入
れ
る
社
会
に
変
え
て
い
こ
う
と
も
が
い
て
き
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
価
値
転
換
と　
　
　
　
　
　
　

文
化
芸
術
の
果
た
す
役
割

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
状
況
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
る
こ
う
し
た
価
値
変
化
を
一
旦
立
ち
止
ま
ら
せ

る
き
っ
か
け
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
も
そ
も
日
本
に
お

け
る
幸
福
は
よ
り
協
調
志
向
的
で
あ
っ
た
。
台
風
や
地
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█図4：「こころ揺るがす」体験が幸福感へつながる

経験したことに
 「意義」を
 見出す

日常の価値や 
他者との関係の 

再確認

畏怖・畏敬の念を
感じるような

「こころ揺るがす」
体験

幸福感

震
な
ど
の
天
災
が
多
い
日
本
で
は
、
集
合
的
な
脅
威
に

互
い
が
協
力
し
て
対
処
す
る
経
験
が
積
み
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
価
値
観
が
重
要
視
さ
れ
て
き

た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
は
天
災
と
共
通
す
る
部

分
（
自
分
の
身
体
上
の
リ
ス
ク
）
も
あ
れ
ば
、
異
な
る
部

分
も
あ
る
。
異
な
る
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
社
会
的
排
除

へ
の
不
安
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
感
染
し
た
ら
他
者
か
ら

ど
う
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
、
行
動
に
対
し
て
他
者
が

「
見
張
っ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
に
対
す
る
不
安
で
あ

る
。
特
に
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
意
思
決
定
が
信
頼
で
き
な

い
、
あ
る
い
は
遅
す
ぎ
る
、
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
、

互
い
の
見
張
り
合
い
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
秩
序
に

頼
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
、
マ
ス
ク
は
「
し
て
い
る

か
し
て
い
な
い
か
」
が
目
に
見
え
る
の
で
、
規
範
順
守

の
態
度
の
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
機
能
し
や
す
く
、
結
果
と

し
て
日
本
で
の
マ
ス
ク
着
用
率
の
高
さ
は
相
当
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
互
い
の
見
張
り
に
よ
る
行
動

規
制
で
感
染
予
防
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
本
来
、
見
張
り
機
能
が
う
ま
く
い
く
の

は
互
い
の
行
動
が
理
解
で
き
る
程
度
の
小
集
団
に
限
ら

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
見
張
り
機
能
だ
け
で
は
う
ま

く
い
か
ず
に
社
会
的
秩
序
が
徐
々
に
崩
れ
始
め
る
リ
ス

ク
を
包
含
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
「
誰
か
が
ル
ー
ル
を

破
る
な
ら
自
分
だ
け
が
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
し
、
ま
あ
い
い
や
」
と
い
う
傾
向
に
も
陥
り
や
す
い

と
い
う
弱
点
が
あ
る
。
何
よ
り
、
見
張
り
機
能
が
暴
走

す
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
コ
ロ
ナ
に
か
か
っ
て
し
ま
っ

た
人
へ
の
心
無
い
バ
ッ
シ
ン
グ
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て

し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
陥
る
以
前
か
ら
す
で
に
、
日
本
的
な
こ

こ
ろ
の
中
で
は
伝
統
的
な
協
調
性
と
新
し
く
導
入
さ
れ

た
独
立
性
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（
軋
轢
）
が
生
じ
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
よ
り
、
協

調
性
と
独
立
性
は
双
方
と
も
に
、
良
い
面
（
ポ
ジ
）
と

悪
い
面
（
ネ
ガ
）
が
同
時
に
発
露
す
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
た（
6
）。
す
な
わ
ち
、
独
立
性
は
主
体
的
で
自

由
な
意
思
決
定
を
促
進
す
る
一
方
で
、
競
争
性
や
過
度

な
権
利
意
識
を
高
め
て
き
て
し
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、

協
調
性
は
他
者
と
の
つ
な
が
り
に
心
地
よ
さ
を
覚
え
る

部
分
と
、
つ
な
が
り
が
規
範
化
す
る
こ
と
に
よ
る
息
苦

し
さ
の
両
方
を
与
え
て
き
た
。
た
と
え
ば
リ
モ
ー
ト

ワ
ー
ク
を
し
て
い
て
も
、
お
互
い
が
疑
心
暗
鬼
に
な
れ

ば
「
さ
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
リ
ス
ク
防
止
の

た
め
の
対
策
に
時
間
が
割
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
、
結
局
の
と
こ
ろ
出
勤
を
選
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ

と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
で
こ
う
し

た
「
ネ
ガ
」
の
部
分
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
な
ら

ば
、
今
私
た
ち
が
考
え
て
い
く
べ
き
指
針
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
協
調
性
と
独
立
性
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
を
引

き
出
し
て
く
れ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
た
と

き
に
、
文
化
芸
術
が
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
に
及
ぼ
す
影
響

は
と
て
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

ひ
と
つ
は
文
化
芸
術
に
触
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
世

界
観
の
範
囲
と
は
ス
ケ
ー
ル
の
違
う
視
点
で
物
事
を
考

え
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に

閉
じ
こ
も
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
し
ま
う
コ
ロ
ナ
禍
の

状
況
で
、
こ
こ
ろ
を
開
放
し
、
他
者
の
世
界
観
に
触
れ

る
こ
と
、
物
語
の
中
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
み
る
こ
と
の
持

価
値
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
い
う
要

素
が
含
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
他
者
へ
の
信
頼
関
係
や
安
心

の
源
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
在
、
筆
者
ら
の
研
究
チ
ー
ム
で
は
感
動
や
畏
怖
・

畏
敬
の
念
（
英
語
で
い
う“Aw

e”

）
が
も
た
ら
す
効
果
を

検
討
し
て
い
る
が
、
自
然
の
力
や
脅
威
を
感
じ
た
と
き

の
畏
怖
・
畏
敬
の
念
は
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
日
常
的

な
価
値
の
見
直
し
に
つ
な
が
り
、
そ
こ
か
ら
幸
福
感
が

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
が
見
え
て
き
て

い
る（
8
）（
図
4
）。
ま
た
、
感
動
は
こ
こ
ろ
を
大
き
く

揺
さ
ぶ
り
、
人
生
の
中
で
大
切
な
価
値
に
気
づ
か
せ
て

く
れ
る
も
の
で
あ
る（
9
）。
芸
術
や
文
化
は
他
者
の
目

を
通
し
て
私
た
ち
の
日
常
か
ら
「
少
し
離
れ
た
目
線
」

で
の
問
い
か
け
を
行
う
一
方
で
、
私
た
ち
が
日
ご
ろ
か

ら
大
切
に
し
て
き
た
価
値
観
を
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
。

た
と
え
ば
映
画
を
見
て
涙
を
流
す
、
物
語
性
を
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
よ
う
な
音
楽
に
浸
る
、
そ
う
し
た
感
情
の

揺
れ
を
人
は
求
め
て
い
る
し
、
他
者
の
感
情
の
揺
れ
に

触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
同
じ
感
動
を
分
か
ち
合
え

る
」
こ
と
で
の
互
い
の
信
頼
関
係
を
高
め
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
簡
単
に
他
者
と
つ
な
が
り
を
確
認
す
る

こ
と
が
し
に
く
く
な
り
、
目
の
前
の
こ
と
に
必
死
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
人
と
の
「
こ
こ
ろ

の
つ
な
が
り
」
を
確
認
で
き
る
よ
う
な
感
動
の
共
有
が

求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
新
し
く
付
き
合

う
相
手
を
選
ぶ
ア
メ
リ
カ
的
な
交
流
で
も
、
集
団
内
で

一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
を
通
し
た
日
本
的
な
交
流
で
も
、

共
通
す
る
要
素
で
あ
ろ
う
。
人
が
た
く
さ
ん
集
ま
る
大

き
な
ホ
ー
ル
で
の
芸
術
鑑
賞
の
機
会
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
残
念
極
ま
り
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
読
書
、

音
楽
鑑
賞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
し

て
芸
術
的
活
動
と
何
ら
か
の
形
で
接
触
し
て
い
る
人
が

大
半
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
芸
術
や
文
化
は
単
に

余
暇
と
し
て
楽
し
む
も
の
で
は
な
く
、
集
団
内
で
の
互

い
の
共
感
や
助
け
合
い
を
通
じ
て
生
き
延
び
て
き
た
私

た
ち
の
こ
こ
ろ
が
欲
し
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
こ
ろ
と
こ
こ
ろ
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
機

能
を
有
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
点
で
文
化
や
芸
術
は
余

剰
な
ど
で
な
く
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
幸
福
と

と
も
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

内
田
由
紀
子
（
う
ち
だ
・
ゆ
き
こ
）

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
。
専
門
は
文
化
心
理
学
・
社
会
心
理

学
。
１
９
９
８
年
、
京
都
大
学
教
育
学
部
教
育
心
理
学
科
卒
業
。
２
０
０
３
年
、
京

都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（
人
間
・
環
境
学
）。

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
各

客
員
研
究
員
、
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
、
准
教
授
を
経
て
、

19
年
よ
り
現
職
。
10
～
13
年
ま
で
内
閣
府
「
幸
福
度
に
関
す
る
研
究
会
」
委
員
、

「
た
ち
ば
な
賞
」（
京
都
大
学
優
秀
女
性
研
究
者
賞
）、「
日
本
心
理
学
会
国
際
賞
（
奨

励
賞
）」
各
受
賞
。『
こ
れ
か
ら
の
幸
福
に
つ
い
て　

文
化
的
幸
福
観
の
す
す
め
』

（
新
曜
社
）
な
ど
著
書
・
論
文
多
数
。

つ
意
義
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
文
化
芸

術
作
品
に
は
、
そ
の
作
り
手
の
文
化
的
価
値
観
や
世
界

観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
感
覚
を
通
し
て
物
事
を

見
る
こ
と
で
、
自
分
と
は
異
な
る
世
界
を
体
験
す
る
こ

と
さ
え
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
移
動
が
物
理
的
に
制

限
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
分
と
は
異
な
る
他
者
が
生
み

出
し
た
作
品
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
自
由
に
想
像
力
を

膨
ら
ま
せ
、
作
者
が
見
出
し
た
喜
び
や
悲
嘆
、
驚
き
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

感
動
を
分
か
ち
合
う
こ
と
で　
　
　
　
　
　
　

こ
こ
ろ
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す

も
う
ひ
と
つ
は
、
日
々
の
価
値
へ
の
気
づ
き
で
あ
る
。

筆
者
の
グ
ル
ー
プ
が
か
つ
て
東
日
本
大
震
災
の
際
に

行
っ
た
調
査
で
は
、
震
災
後
に
何
気
な
い
日
常
や
身
の

回
り
の
他
者
の
重
要
性
を
再
評
価
す
る
傾
向
が
見
ら
れ

た（
7
）。
コ
ロ
ナ
禍
で
も
こ
う
し
た
日
常
や
家
族
と
の

つ
な
が
り
に
関
す
る
言
及
は
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
見
張
り
」

と
は
異
な
る
、
よ
り
良
い
形
で
の
協
調
性
で
あ
り
、
信

頼
関
係
と
、
他
者
に
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
感

が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
協
調
性
は
う
ま
く
機
能
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
相
手
を
思
い
や
り
、「
自
分
が

他
者
に
感
染
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
対
策
を
と

る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
家
族
や
友
人
、
自
分
の
居
場

所
で
あ
る
町
や
職
場
が
、
ど
う
す
れ
ば
大
変
な
状
況
の

中
で
も
少
し
で
も
「
良
い
状
態
」
を
保
つ
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
は
せ
る
力
に
な
る
。
文

化
芸
術
に
は
「
感
動
す
る
」
こ
と
で
私
た
ち
が
互
い
の
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科
学
的
論
拠
と
美
感
的
構
想
力

新
型
コ
ロ
ナ
の
猛
威
は
、
加
速
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
あ
お
ら
れ
て
全
世
界
を
覆
っ
た
が
、
そ
の
対
策
は
、

あ
た
か
も
各
国
の
政
治
指
導
者
に
課
さ
れ
た
共
通
テ
ス

ト
の
よ
う
だ
。
独
裁
国
家
の
多
く
が
強
権
的
に
感
染
を

制
圧
し
た
一
方
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
民
主
主
義
国

は
、
市
民
権
の
尊
重
を
め
ぐ
っ
て
苦
戦
を
強
い
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
科
学
的
論
拠
を
否
認
し
て
大
衆
迎
合
す
る
反

知
性
主
義
が
、
新
自
由
主
義
と
軌
を
一
に
し
て
拡
大
し

た
こ
と
も
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
自
由
と
放
任
の
履
き

違
え
が
経
済
と
政
治
を
貫
き
、
急
激
な
感
染
拡
大
の
み

な
ら
ず
、
国
民
の
格
差
と
分
断
を
招
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、
2
0
2
0
年
3
月
18
日
に
ド
イ
ツ

文
化
的
生
存
配
慮
と
民
主
主
義

連
邦
文
化
大
臣
モ
ニ
カ
・
グ
リ
ュ
ッ
タ
ー
ス
の
発
言

と
そ
の
支
援
策
も
注
目
を
浴
び
て
き
た
。
日
本
で
も

「
文
化
は
社
会
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
」
と
い
う
彼
女

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
流
布
し
、「
不
要
不
急
」
と
し
て
後

回
し
に
さ
れ
た
芸
術
文
化
関
係
者
の
羨
望
の
的
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
経
緯
や
背
景
に
つ
い
て
は
十
分
に

理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
3
月
か
ら
12
月
時
点
ま
で
の
芸

術
文
化
支
援
の
流
れ
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

グ
リ
ュ
ッ
タ
ー
ス
は
3
月
23
日
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府

経
済
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
の
「
零
細
企
業
と
自
営
業
者
の

た
め
の
コ
ロ
ナ
緊
急
支
援
」
5
0
0
億
ユ
ー
ロ
（
約

6
・
5
兆
円
）
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
文
化
領
域
に
も
適
用
し
、

大
規
模
な
支
援
策
を
発
表
し
た
。
連
日
メ
デ
ィ
ア
に
登

場
し
、
と
く
に
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
芸
術
家
に
希
望
を
与

え
て
き
た
。
ベ
ル
リ
ン
州
で
は
申
請
か
ら
3
日
後
に
は

一
人
当
た
り
9
0
0
0
ユ
ー
ロ
（
1
1
7
万
円
）
が
支

給
さ
れ
、
レ
ー
デ
ラ
ー
州
文
化
大
臣
か
ら
は
、
当
座
の

生
活
費
と
し
て
も
使
用
で
き
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

連
邦
政
府
に
よ
る
支
援
策
は
全
国
一
律
に
適
用
さ
れ

る
が
、
そ
れ
が
緊
急
助
成
の
全
て
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ

の
文
化
振
興
は
地
域
主
権
の
立
場
か
ら
、
州
と
自
治
体

が
主
体
で
行
い
、
連
邦
文
化
メ
デ
ィ
ア
庁
の
予
算
は
全

体
の
17
%
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
連
邦
政
府
、
州
政
府
、

基
礎
自
治
体
、
基
金
・
財
団
等
を
合
算
し
て
初
め
て
、

ド
イ
ツ
全
体
の
文
化
・
創
造
経
済
分
野
へ
の
支
援
総
額

が
明
ら
か
と
な
る
。

た
。
メ
ル
ケ
ル
は
広
い
層
の
信
頼
を
取
り
戻
し
、
感
染

拡
大
を
押
さ
え
込
む
こ
と
に
成
功
。
大
型
か
つ
迅
速
な

経
済
対
策
、
な
か
で
も
芸
術
家
を
含
む
個
人
向
け
緊
急

支
援
が
決
め
手
と
な
っ
た
。
そ
の
E
U
の
優
等
生
だ
っ

た
ド
イ
ツ
が
秋
以
降
、
第
2
波
の
制
御
に
難
航
し
て
き

た
。
12
月
に
入
っ
て
感
染
者
、
死
亡
者
と
も
に
急
増
し
、

よ
り
徹
底
し
た
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
不
可
避
と
な
っ
た
。

メ
ル
ケ
ル
は
12
月
9
日
の
連
邦
議
会
で
、
感
情
を
露

わ
に
し
て
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
の
市
民
の
自
粛
を
訴

え
た
。「
本
当
に
心
か
ら
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
今
年

が
祖
父
母
と
過
ご
す
最
後
の
ク
リ
ス
マ
ス
と
な
ら
な
い

よ
う
に
里
帰
り
を
避
け
て
ほ
し
い
」
と
、
両
手
を
合
わ

せ
て
切
願
し
た
の
だ
。

も
う
ひ
と
つ
の
感
銘
深
い
シ
ー
ン
が
あ
る
。
国
立
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
論
拠
に
基
づ
い
て
死
者
数
の
増
加
を

予
測
し
た
際
、
メ
ル
ケ
ル
は
Ａ
ｆ
Ｄ
（
ド
イ
ツ
の
た
め
の

選
択
肢
）
の
議
員
か
ら
ヤ
ジ
を
浴
び
た
。
Ａ
ｆ
Ｄ
は
移

民
・
難
民
を
排
斥
す
る
極
右
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ム
政
党
で
、

マ
ス
ク
の
着
用
も
拒
否
し
て
き
た
。
普
段
は
ヤ
ジ
に
応

酬
す
る
こ
と
の
な
い
首
相
が
、
原
稿
か
ら
目
を
離
し
て

真
正
面
を
向
き
、「
私
は
啓
蒙
の
力
を
信
じ
て
い
ま
す
」

と
力
強
く
切
り
返
し
た
。

「
私
は
東
ド
イ
ツ
で
物
理
学
を
専
攻
し
た
が
、
も
し
西

ド
イ
ツ
に
い
た
な
ら
ば
別
の
選
択
を
し
た
か
も
し
れ
な

い
。
人
は
多
く
の
こ
と
を
無
力
化
で
き
る
が
、
重
力
を

無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

社
会
主
義
の
も
と
で
自
由
が
制
限
さ
れ
た
時
代
、
メ

ル
ケ
ル
は
い
か
な
る
権
力
に
よ
っ
て
も
歪
め
ら
れ
な
い

客
観
的
事
実
を
物
理
学
に
求
め
た
。
フ
ァ
ク
ト
に
基
づ

く
エ
ビ
デ
ン
ス
は
政
治
判
断
の
前
提
で
も
あ
る
。
た
だ

し
、
未
来
の
共
生
社
会
の
た
め
の
道
筋
を
示
す
に
は
、

よ
り
大
き
な
構
想
力
が
必
要
で
あ
る
。
5
月
9
日
、
首

相
は
ビ
デ
オ
演
説
「
コ
ロ
ナ
と
文
化
」
の
な
か
で
自
ら

の
美
的
経
験
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

「
芸
術
家
と
観
客
と
の
相
互
作
用
の
な
か
で
、
自
分
自

身
の
人
生
に
目
を
向
け
る
と
い
う
全
く
新
し
い
視
点
が

生
ま
れ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
動
き
と
向
き
合
う
よ

う
に
な
り
、
自
ら
の
感
情
や
新
し
い
考
え
を
育
み
、
ま

た
興
味
深
い
論
争
や
議
論
を
始
め
る
心
構
え
を
し
ま
す
。

私
た
ち
は
芸
術
文
化
に
よ
っ
て
過
去
を
よ
り
よ
く
理
解

し
、
ま
た
全
く
新
し
い
眼
差
し
で
未
来
へ
目
を
向
け
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
す
」

芸
術
文
化
は
多
様
な
視
点
や
異
な
る
価
値
観
を
提
示

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
へ
の
想
像
力
を
活
性
化
す
る
。

感
情
移
入
に
よ
っ
て
共
感
や
違
和
感
が
生
ま
れ
、
そ
の

差
異
を
内
省
す
る
こ
と
か
ら
議
論
が
生
ま
れ
る
。
芸
術

文
化
は
、
自
然
環
境
や
多
文
化
と
の
共
生
、
多
様
な
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
や
次
世
代
と
の
共
生
へ
の
展
望
を
拓
き
、

そ
の
実
現
に
向
け
た
市
民
社
会
の
討
議
を
促
し
、
媒
介

す
る
。
そ
の
た
め
に
は
芸
術
家
の
生
存
が
保
障
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
幅
広
い
市
民
が
自
由
に
表
現
し
、
参
加

し
、
享
受
で
き
る
環
境
が
不
可
欠
だ
。
文
化
政
策
は
民

主
主
義
の
仕
組
み
づ
く
り
と
い
う
意
味
で
社
会
構
造
政

策
な
の
で
あ
る
。
メ
ル
ケ
ル
は
こ
の
演
説
の
な
か
で
、

芸
術
支
援
は
連
邦
政
府
の
最
優
先
課
題
と
言
明
し
た
。

首
相
の
政
治
的
判
断
力
は
、
科
学
的
論
拠
と
美
感
的
構

想
力
と
の
統
合
に
由
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

の
ア
ン
ゲ
ラ
・
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
行
っ
た
テ
レ
ビ
演
説

が
世
界
中
の
共
感
を
呼
ん
だ
。

「
私
た
ち
は
民
主
主
義
と
一
体
で
す
。
強
制
で
は
な
く
、

知
識
の
共
有
と
参
加
を
生
き
る
糧
と
し
て
い
ま
す
。
現

在
直
面
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
歴
史
的
課
題
で
あ
り
、

結
束
し
て
初
め
て
乗
り
越
え
て
い
け
る
の
で
す
」

科
学
的
論
拠
を
挙
げ
な
が
ら
理
性
的
に
語
る
メ
ル
ケ

ル
。
し
か
し
言
葉
の
隅
々
に
ま
で
温
か
い
血
が
通
う
。

民
主
主
義
、
市
民
社
会
、
連
帯
と
結
束
な
ど
、
反
知
性

主
義
者
の
嫌
う
抽
象
概
念
が
、
彼
女
の
口
を
通
す
と
肉

体
を
持
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
と
な
る
。
こ
の
間
、
ド
イ
ツ

の
指
導
者
た
ち
に
際
立
つ
言
葉
の
存
在
感
に
深
く
心
を

揺
さ
ぶ
ら
れ
て
き
た
。
し
だ
い
に
既
視
感
の
正
体
が
分

か
っ
て
き
た
。
当
地
の
劇
場
で
経
験
し
て
き
た
演
劇
や

オ
ペ
ラ
と
同
じ
感
情
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
喜
怒
哀
楽
を

通
し
て
人
間
の
倫
理
に
向
か
い
合
っ
て
い
た
の
だ
。

も
と
よ
り
、
西
洋
演
劇
の
起
源
は
市
民
の
議
論
に

あ
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
公
共
広
場
で
は
政
治
集
会

や
裁
判
が
行
わ
れ
た
。
ア
ゴ
ラ
は
、
隣
接
す
る
円
形
劇

場
と
と
も
に
市
民
的
公
共
性
の
発
生
装
置
で
あ
っ
た
。

18
世
紀
後
半
、
劇
作
家
の
シ
ラ
ー
は
劇
場
を
「
道
徳
的

施
設
」
と
定
義
し
た
。
戦
後
の
文
化
政
策
を
通
し
て
、

ド
イ
ツ
の
公
共
劇
場
は
民
主
主
義
を
紡
ぎ
出
す
社
会
イ

ン
フ
ラ
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

科
学
的
論
拠
と
美
感
的
構
想
力
が
結
び
つ
く
こ
と
で

利
害
打
算
を
超
え
た
公
正
な
政
治
的
判
断
が
生
ま
れ
る
。

そ
れ
が
市
民
社
会
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
合
意
さ
れ

る
。
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
コ
ロ

ナ
禍
で
の
メ
ル
ケ
ル
の
発
言
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
先
の

テ
レ
ビ
演
説
以
降
、
最
初
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
行
わ
れ

特
集

未
来
を
創
る
|
|
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
緊
急
支
援
策
は
他
国
に
類
の
な
い
手
厚
さ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
、
経
済
界
だ
け
で
な
く
、
芸
術
文
化
に
も
大
規
模
な
支
援
を
行
う
の
か
。

そ
の
背
景
に
は
、
歴
史
を
踏
ま
え
た「
文
化
的
生
存
配
慮
」と
い
う
中
心
的
理
論
と

文
化
を
社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
捉
え
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の「
地
域
主
権
」の
構
造
が
存
在
す
る
。

そ
の
深
層
を
理
解
し
、
日
本
の
文
化
政
策
に
も
ぜ
ひ
役
立
て
た
い
。

コロ
ナ
禍
に
お
け
る

ド
イ
ツ
の
文
化
政
策
の
今

Fujino K
azuo

藤
野
一
夫

[

神
戸
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科
教
授]
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█図1：ドイツの文化政策の分権的構造
 （レベル・セクター・組織構造）

█図2：ドイツの公的文化歳出とその担い手

出典／藤野氏作成「Kulturfinanzbericht 2020」より
2020年時点で1€=130円換算

出典／藤野氏作成

文化歳出総額
1兆4,876	億円
100%

16州レベル
	5,754億円
38.6%

基礎自治体
	6,600	億円
44.4%

連邦文化
メディア庁
	2,522億円
17.0%

政府・行政セクター
立法・担い手・助成

市民社会セクター
ロビー・アドボカシー

連邦政府
レベル

外務省
連邦文化メディア庁

文化評議会
文化政策協会

州レベル 学術・芸術省 各分野の各州文化
連盟（評議会）

市町村
レベル

市町村議会
文化局（長）

地域の協会・団体
連合

セクター
レベル

ン
な
の
だ
」

秋
以
降
の
文
化
支
援
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
メ
ル
ケ
ル
連
立
政
権
は
6
月
3
日
、
新

た
に
16
兆
円
規
模
の
景
気
刺
激
策
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
合

意
。
う
ち
10
億
ユ
ー
ロ
（
1
3
0
0
億
円
）
が
芸
術
文

化
支
援
に
充
当
さ
れ
た
。
12
月
初
旬
ま
で
に
、
新
規
の

文
化
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ニ
ュ
ー
ス
タ
ー
ト
・
カ
ル

チ
ャ
ー
」
へ
の
4
万
件
の
申
請
に
対
し
て
8
0
0
億

円
が
運
用
さ
れ
た
。
グ
リ
ュ
ッ
タ
ー
ス
は
「
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
の
市
民
社
会
と
の
協
働
は
ス
ム
ー
ズ
に
進

展
し
て
お
り
、
こ
の
新
た
に
組
成
し
た
分
権
的
構
造
は

卓
越
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
の
発
言
は
意

味
深
長
で
あ
る
。
日
本
で
羨
望
の
的
と
な
っ
た
ド
イ
ツ

の
文
化
支
援
の
構
造
は
、
け
っ
し
て
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で

は
な
い
。「
地
域
主
権
の
国
」
ド
イ
ツ
に
お
け
る
分
権

的
構
造
と
は
、
基
礎
自
治
体
→
州
→
連
邦
各
レ
ベ
ル
の

補
完
性
原
則
だ
け
で
な
く
、
政
府
・
自
治
体
と
市
民
社

会
と
の
分
権
を
も
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
（
図
1
・
2
）。

文
化
政
策
を
支
え
る
市
民
社
会
組
織

ド
イ
ツ
の
文
化
政
策
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
市

民
社
会
セ
ク
タ
ー
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
お

こ
う
。
そ
も
そ
も
「
文
化
的
生
存
配
慮
」
の
構
想
を
最

初
に
提
起
し
た
の
は
、
2
0
0
4
年
の
ド
イ
ツ
文
化
評

議
会
の
声
明
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
文
化
評
議
会
は
、

文
化
政
策
協
会
と
と
も
に
、
市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
に
お

け
る
文
化
政
策
研
究
と
政
策
提
言
を
中
心
的
に
担
っ
て

い
る
。
両
組
織
と
も
エ
ー
フ
ァ
オ
（e.V.

）
と
呼
ば
れ

る
非
営
利
活
動
法
人
（
N
P
O
）
で
あ
る
。

文
化
評
議
会
は
、
音
楽
、
演
劇
・
ダ
ン
ス
、
文
学
、

美
術
、
建
築
・
文
化
遺
産
、
デ
ザ
イ
ン
、
メ
デ
ィ
ア
、

社
会
文
化
・
文
化
教
育
と
い
っ
た
８
分
野
の
評
議
会

（
連
盟
）
を
包
括
す
る
連
邦
レ
ベ
ル
の
上
位
組
織
で
あ

る
。
各
分
野
に
と
っ
て
重
要
な
文
化
政
策
上
の
案
件
全

般
に
関
し
て
、
連
邦
、
16
州
、
E
U
へ
の
助
言
と
提

言
を
行
っ
て
い
る
。
プ
ロ
・
ア
マ
を
問
わ
ず
芸
術
文
化

団
体
が
会
員
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
個
人
を
会
員
と
す

る
文
化
政
策
協
会
と
は
性
格
を
異
に
す
る
が
、
両
組
織

の
連
携
と
補
完
関
係
は
上
々
で
あ
る
。

一
方
の
文
化
政
策
協
会
は
、
芸
術
文
化
団
体
の
利
益

を
代
表
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
「
文
化
政
策
は
社

会
構
造
政
策
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
一
層

幅
の
広
い
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
た
現
状
批
判
と
政
策

提
言
を
行
っ
て
き
た
。
も
と
よ
り
ド
イ
ツ
に
お
け
る

「
文
化
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
」
と
は
、
文
化
施

設
だ
け
で
な
く
、
芸
術
家
、
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど

の
人
的
資
源
、
さ
ら
に
活
動
や
事
業
を
含
む
包
括
概
念

で
あ
る
。
こ
の
充
実
し
た
文
化
イ
ン
フ
ラ
こ
そ
が
、
民

主
主
義
の
議
論
に
寄
与
し
、
社
会
的
合
意
形
成
の
反
映

と
発
展
の
た
め
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。

戦
後
ド
イ
ツ
の
文
化
（
政
策
）
関
係
者
は
、
芸
術
文

化
と
そ
の
議
論
を
通
し
て
民
主
主
義
を
根
付
か
せ
、
新

し
い
市
民
社
会
の
形
成
と
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
き

た
。
連
邦
政
府
と
し
て
の
国
家
で
は
な
く
、
ボ
ト
ム

ア
ッ
プ
型
民
主
主
義
の
文
化
運
動
が
、
多
様
で
豊
穣
な

ド
イ
ツ
の
芸
術
文
化
環
境
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

文
化
の
現
状
是
認
的
性
格
の
克
服

ド
イ
ツ
の
文
化
政
策
が
、
草
の
根
民
主
主
義
の
市
民

社
会
を
志
向
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
戦
後
ド
イ
ツ

が
、
国
家
主
導
に
よ
る
文
化
統
制
政
策
の
負
の
遺
産
を

重
ね
て
背
負
い
込
ん
で
き
た
か
ら
だ
。
ナ
チ
ス
だ
け
で

な
く
、
東
ド
イ
ツ
も
中
央
集
権
型
文
化
政
策
に
よ
っ
て

芸
術
の
自
由
を
抑
圧
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
過
去
を
克

服
す
る
道
筋
は
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ど
の
よ

う
に
し
て
芸
術
文
化
が
、
民
主
主
義
の
た
め
の
社
会
イ

ン
フ
ラ
と
し
て
合
意
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

近
代
の
ド
イ
ツ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
物
質
的
な
「
文

明
」
に
対
抗
す
る
精
神
的
な
「
文
化
」
が
強
調
さ
れ
、

教
養
形
成
の
中
核
を
担
う
芸
術
が
特
権
化
さ
れ
て
き
た
。

と
く
に
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
形
骸
化

し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
代
わ
り
、
自
律
し
た
芸
術
が
聖
な

る
も
の
を
独
占
し
た
。
目
的
と
手
段
の
関
係
で
組
み
立

て
ら
れ
た
実
利
の
世
界
を
超
え
た
「
目
的
な
き
合
目
的

性
」（
カ
ン
ト
）
が
、
芸
術
作
品
の
絶
対
的
価
値
を
規
定

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
価
値
を
共
有
で
き
た
の
は
一

握
り
の
教
養
市
民
層
に
と
ど
ま
っ
た
。

ほ
ど
な
く
、
芸
術
の
価
値
を
内
面
化
し
え
た
エ
リ
ー

ト
は
、
世
俗
的
な
政
治
や
経
済
の
世
界
を
見
下
す
よ
う

に
な
る
。
非
政
治
的
知
識
人
の
多
く
が
、
ナ
チ
ス
の
排

外
主
義
的
文
化
政
策
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
闘

う
こ
と
な
く
芸
術
と
観
念
の
世
界
に
引
き
こ
も
っ
た
。

社
会
と
隔
絶
し
た
芸
術
至
上
主
義
が
現
実
逃
避
を
招
き
、

逆
説
的
に
、
歪
ん
だ
現
状
を
肯
定
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
「
文
化
の
現
状
是
認
的
性
格
」（
マ
ル
ク
ー
ゼ
）

が
、
後
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ナ
チ
ス
時
代
の
苦
い
経
験
か
ら
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ

憲
法
で
は
、
芸
術
と
教
育
に
関
す
る
事
項
は
、
州
お
よ

現
代
ド
イ
ツ
の
文
化
政
策
論
の
中
心
に
は
「
文
化
的

生
存
配
慮
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
。
も
と
も
と

は
、
市
場
原
理
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
、
民

営
化
に
よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
公
共
文
化
政

策
の
本
質
を
め
ぐ
る
法
哲
学
的
議
論
だ
。
ド
イ
ツ
憲
法

で
保
障
さ
れ
た
「
人
格
の
自
由
な
発
展
」
を
可
能
に
す

る
条
件
を
、
芸
術
の
自
律
性
お
よ
び
民
主
主
義
的
基
盤

の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
基
礎
付
け
た
の
で
あ
る
。

公
共
文
化
政
策
の
基
本
枠
組
み
は
以
下
の
4
点
に
区

分
で
き
る
。
❶
文
化
施
設
の
設
置
と
維
持
、  ❷
芸
術
・

文
化
の
振
興
と
文
化
的
人
格
形
成
の
促
進
、
❸
文
化
事

業
の
企
画
と
資
金
調
達
、
❹
芸
術
家
と
文
化
を
生
業
と

す
る
者
、
市
民
活
動
、
文
化
領
域
で
働
く
フ
リ
ー
ラ
ン

サ
ー
、
文
化
産
業
の
た
め
の
条
件
整
備
。
今
回
の
コ
ロ

ナ
危
機
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
居
住
す
る
者
の
「
文
化

権
」
が
損
な
わ
れ
た
場
合
、「
文
化
的
生
存
配
慮
」
を

法
的
根
拠
と
し
て
、
国
家
や
自
治
体
に
は
公
的
支
援
を

行
う
責
務
が
生
じ
る
。
と
り
わ
け
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を

受
け
て
い
る
❹
の
分
野
へ
の
支
援
が
、
連
帯
の
た
め
に

必
要
火
急
な
の
だ
。
グ
リ
ュ
ッ
タ
ー
ス
は
、
12
月
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
コ
ロ
ナ
禍
が
ま
さ
に
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
文
化
が

社
会
的
結
束
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
か
と
い
う
こ
と
だ
。

芸
術
家
が
発
す
る
示
唆
や
思
考
へ
の
刺
激
、
精
神
的
イ

ン
パ
ル
ス
や
批
判
を
私
た
ち
は
必
要
と
し
て
い
る
。
こ

う
し
て
現
在
の
民
主
主
義
は
生
き
た
も
の
と
な
る
。
言

葉
の
真
の
意
味
で
、
芸
術
家
は
社
会
シ
ス
テ
ム
に
と
っ

て
重
要
な
の
で
あ
る
。（
…
…
）
文
化
は
グ
ル
メ
の
た

め
の
特
選
食
品
な
の
で
は
な
い
。
万
人
に
と
っ
て
の
パ

び
市
町
村
の
権
限
が
連
邦
政
府
の
権
限
に
優
越
す
る
と

し
た
「
州
の
文
化
高
権
」
が
謳
わ
れ
た
。
こ
の
「
文
化

分
権
主
義
」
に
基
づ
い
て
、
1
9
5
0
～
60
年
代
に
は

戦
前
の
文
化
施
設
や
芸
術
機
関
の
再
建
が
、
州
お
よ
び

市
町
村
の
主
導
で
推
進
さ
れ
た
。
芸
術
文
化
領
域
で
の

戦
後
復
興
は
、
奇
跡
的
な
経
済
成
長
を
原
動
力
に
可
能

と
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
経
済
成
長
を
支
え
た
世
代
の

メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
50
年
代
と

60
年
代
に
は
、
演
劇
、
オ
ペ
ラ
、
音
楽
、
文
学
な
ど
の

高
級
芸
術
が
文
化
的
生
活
を
支
配
し
て
い
た
。
非
日
常

的
な
芸
術
世
界
は
、
現
実
社
会
と
隔
絶
し
た
非
政
治
性

ゆ
え
に
意
味
を
持
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ
ツ
経
済

の
奇
跡
を
担
っ
た
世
代
の
多
く
は
、
青
春
期
に
ナ
チ
ス

の
文
化
政
策
を
経
験
し
て
お
り
、
芸
術
の
政
治
利
用
へ

の
根
深
い
懐
疑
を
共
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
懐
疑
的
世
代
に
と
っ
て
、
芸
術
の
非
日
常
空
間

は
、
熾
烈
な
競
争
社
会
か
ら
の
現
実
逃
避
の
場
と
な
っ

た
。
経
済
戦
士
は
、
束
の
間
の
感
動
に
よ
っ
て
生
気
を

取
り
戻
し
た
が
、
芸
術
体
験
が
開
示
す
る
美
感
的
構
想

力
に
基
づ
い
て
経
済
や
社
会
の
改
革
を
め
ざ
す
「
文
化

の
政
治
化
」
に
は
関
与
し
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ

う
し
た
保
守
的
文
化
観
と
復
古
主
義
的
文
化
政
策
は
、

結
果
的
に
ナ
チ
ス
が
犯
し
た
過
去
と
正
面
か
ら
向
き
合

う
機
会
を
も
国
民
か
ら
奪
っ
た
。「
文
化
の
現
状
是
認

的
性
格
」
が
戦
後
に
も
反
復
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
生
ま
れ
の
若
者
た
ち
は
、
親
の
世
代
の
集
団
的

な
現
実
逃
避
に
反
逆
を
始
め
る
。
1
9
6
8
年
以
後

の
学
生
運
動
と
ブ
ラ
ン
ト
社
民
党
政
権
の
政
治
改
革
に

よ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
社
会
全
体
に
民
主
主
義
の
徹
底
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█図３：文化的コモンズの　　　　　
	 イメージ図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　								

出典／（一財）地域創造
「災後における地域の公
立文化施設の役割に関
する調査研究報告書」
(H26）より

現
在
、
各
分
野
の
評
議
会
は
、
多
種
多
彩
な
助
成
制

度
の
窓
口
と
審
査
を
担
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
経
験
豊

富
な
ス
タ
ッ
フ
が
相
談
に
応
じ
て
く
れ
る
。
信
頼
に
基

づ
く
中
間
支
援
組
織
は
市
民
社
会
の
心
臓
で
あ
る
。
日

本
の
文
化
庁
の
よ
う
に
代
行
会
社
に
業
務
委
託
す
る
必

要
は
な
い
。
ま
た
、
自
己
資
金
の
要
ら
な
い
1
0
0
%

助
成
が
大
き
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
い
る
。
国

家
と
個
人
を
媒
介
す
る
公
共
圏
を
、
民
営
化
か
ら
防
衛

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
文
化
的
生
存
配
慮
」
の
倫

理
だ
。
市
民
社
会
と
の
協
働
が
、
新
た
に
組
成
し
た
分

権
的
構
造
に
基
づ
い
て
円
滑
に
進
展
し
て
い
る
、
と
い

う
グ
リ
ュ
ッ
タ
ー
ス
の
評
価
は
、
具
体
的
に
は
文
化
評

議
会
等
と
の
連
携
プ
レ
イ
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
12
月
末
時
点
で
申
請
総
額
が
助
成
総
額
を

大
幅
に
上
回
っ
て
お
り
、
当
初
の
1
3
0
0
億
円
が
あ

と
数
ヶ
月
で
底
を
つ
く
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
っ
そ
く

文
化
評
議
会
は
、
来
年
度
に
向
け
て
同
額
の
追
加
の
必

要
性
を
ア
ピ
ー
ル
。
グ
リ
ュ
ッ
タ
ー
ス
も
1
3
0
0
億

円
規
模
の
増
額
に
強
い
意
欲
を
見
せ
て
い
る
。

一
方
、
文
化
政
策
協
会
は
3
月
末
に
声
明
「
コ
ロ
ナ

－

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
後
の
文
化
政
策
の
た
め
の
10
項
目
」

を
発
表
。
中
長
期
的
な
視
点
か
ら
文
化
政
策
内
部
の
構

造
改
革
と
、
文
化
政
策
に
よ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
改
革

を
鋭
く
提
言
し
た
。
文
化
評
議
会
と
の
違
い
が
際
立
つ

フ
レ
ー
ズ
に
絞
っ
て
引
用
し
よ
う
。「
各
自
の
参
加
を

も
っ
と
深
め
る
こ
と
！ 

文
化
政
策
の
ア
ピ
ー
ル
は
政

治
に
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
市
民
社
会
に
も
向

け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
私
た
ち
は
〈
共
通
の
も
の
で
あ

る
危
機
〉
を
共
に
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
私

た
ち
は
文
化
政
策
の
観
点
か
ら
新
た
な
合
意
形
成
に
参

画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
社
会
の
方
向

性
を
刷
新
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
も
意
味
し
て
い
る
」

い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
化
政
策
に
お
け
る
分
権
的
構

造
の
柔
軟
な
組
成
が
、
コ
ロ
ナ
危
機
の
支
援
策
に
お
い

て
円
滑
に
機
能
し
た
こ
と
は
、
文
化
的
民
主
主
義
に
内

在
す
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
印
象
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
的
コ
モ
ン
ズ

他
方
、
日
本
の
文
化
庁
は
7
月
、
5
0
9
億
円
（
一

部
ス
ポ
ー
ツ
）
に
の
ぼ
る
大
型
の
「
文
化
芸
術
活
動
の

継
続
支
援
事
業
」
を
開
始
し
た
。
し
か
し
申
請
額
が
低

迷
し
予
算
の
消
化
に
苦
慮
し
た
。
芸
術
家
の
実
情
に
見

合
っ
た
制
度
や
メ
ニ
ュ
ー
に
な
っ
て
い
な
い
。
支
援
の

歯
車
が
噛
み
合
わ
な
い
の
だ
。
い
っ
た
い
芸
術
家
と
は

誰
か
。
ど
こ
で
何
を
や
っ
て
い
る
人
な
の
か
、
そ
の
実

態
が
見
え
て
こ
な
い
。
最
適
な
制
度
を
つ
く
る
た
め
の

文
化
統
計
な
ど
、
芸
術
家
と
そ
の
活
動
に
関
す
る
基
本

デ
ー
タ
が
揃
っ
て
い
な
い
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

日
本
に
お
い
て
も
、
市
民
社
会
と
の
分
権
的
構
造
を

推
進
し
、
地
域
主
権
に
基
づ
い
て
支
援
策
を
デ
ザ
イ
ン

す
べ
き
だ
ろ
う
。
国
は
大
枠
の
予
算
取
り
だ
け
を
行
い
、

各
自
治
体
に
財
源
移
譲
す
る
。
同
時
に
若
手
の
ア
ー
ト

マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
権
限
委
譲
し
、
各
地
域
の
実
情
に
あ
っ

た
助
成
メ
ニ
ュ
ー
を
新
鮮
な
発
想
で
デ
ザ
イ
ン
し
て
も

ら
う
の
だ
。
各
地
に
文
化
評
議
会
（
ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ

ル
）
が
根
を
張
り
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
国
や
自
治
体
に

政
策
提
言
を
行
う
。
政
府
か
ら
自
律
し
た
芸
術
文
化
支

援
の
た
め
の
中
間
支
援
組
織
づ
く
り
が
急
務
だ
。
芸
術

経
営
の
専
門
職
を
雇
用
し
、
各
地
域
の
芸
術
文
化
活
動

の
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
適
切
な
支
援
施
策
を
構
築
す

る
。
非
営
利
動
機
に
貫
か
れ
た
専
門
性
の
高
い
文
化
評

議
会
の
活
動
は
、
芸
術
文
化
に
よ
る
地
域
主
権
の
確
立

と
市
民
社
会
の
創
生
に
大
き
く
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。

昨
年
の
夏
、
筆
者
の
研
究
室
で
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
下
に
お
け
る
兵
庫
県
内
の
芸
術
文
化
活

動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
た
。
観
光

業
な
ど
と
は
異
な
り
、
職
業
と
し
て
自
立
し
た
芸
術
家

の
数
と
実
像
が
見
え
ず
、
産
業
と
し
て
の
経
済
規
模
も

掴
め
ず
苦
慮
し
た
。
芸
術
文
化
は
趣
味
・
道
楽
で
あ
り
、

贅
沢
品
と
見
な
さ
れ
て
き
た
社
会
背
景
も
大
き
い
。
文

化
は
私
事
で
あ
っ
て
公
的
な
事
柄
で
は
な
い
、
だ
か
ら

公
的
支
援
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
通
念
が
世

間
に
染
み
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
素
地
に
「
不
要
不

急
」
の
烙
印
が
押
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

現
在
困
っ
て
い
た
り
不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
と
し

て
、
芸
術
家
の
大
半
が
「
感
染
源
と
な
ら
な
い
か
」
や

「
自
粛
警
察
・
バ
ッ
シ
ン
グ
」
を
挙
げ
た
。
感
染
者
を

出
し
て
は
世
間
様
に
申
し
わ
け
な
い
、
と
い
う
同
調
圧

力
が
芸
術
家
や
文
化
活
動
を
萎
縮
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
多
様
な
も
の
へ
の
理
解
を
欠
い
た
社
会
は
行

動
と
表
現
の
自
由
を
奪
い
、
心
と
体
の
健
康
を
蝕
み
、

お
上
へ
の
忖
度
を
増
長
す
る
。
社
会
的
連
帯
と
民
主
的

合
意
形
成
の
自
由
空
間
を
拓
く
べ
き
芸
術
文
化
の
土
壌

が
、
急
速
に
損
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

今
こ
そ
自
然
と
文
化
、
人
間
と
社
会
の
本
来
の
関
係

を
回
復
し
、
国
境
を
越
え
た
連
帯
に
よ
っ
て
人
類
共
通

の
未
来
に
見
通
し
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
ば
、
各
地
域
に
根
ざ
し
た
伝
統
的
な
祭
り
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
主
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
収
穫
へ

の
祈
り
か
ら
生
ま
れ
、
ま
た
災
害
や
疫
病
か
ら
の
再
生

の
記
憶
を
集
合
的
に
担
っ
て
き
た
。
京
都
・
祇
園
祭
の

起
源
は
、
鴨
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
蔓
延
し
た
疫
病
か
ら

の
復
興
を
寿こ

と
ほ

ぐ
町
衆
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
遡
る
。
東

日
本
大
震
災
の
廃
墟
か
ら
最
初
に
立
ち
上
が
っ
た
の
も

神
楽
な
ど
の
祭
り
だ
っ
た
。

た
だ
し
旧
来
の
祭
り
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
絆
を
維

持
強
化
す
る
た
め
に
、
と
き
に
は
共
同
体
の
外
者
を
排

を
求
め
る
う
ね
り
が
高
ま
り
、
保
守
的
文
化
観
と
復
古

主
義
的
文
化
政
策
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
た
。
70
年
代
初

頭
に
状
況
は
大
き
く
変
わ
り
、
多
く
の
政
治
家
も
文
化

と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
再
考
を
迫
ら
れ
た
。
こ
う
し

て
市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
の
な
か
か
ら
文
化
政
策
協
会
と

文
化
評
議
会
が
自
発
的
に
誕
生
し
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
に

よ
る
新
し
い
文
化
政
策
が
生
成
し
た
の
で
あ
る
。

分
権
的
構
造
に
よ
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

コ
ロ
ナ
禍
の
文
化
支
援
に
戻
ろ
う
。「
ニ
ュ
ー
ス

タ
ー
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
を
連
邦
文
化
大
臣
に
提
言
し
、

そ
の
助
成
メ
ニ
ュ
ー
を
具
体
化
し
た
の
は
文
化
評
議
会

と
、
こ
れ
に
加
盟
す
る
各
分
野
の
評
議
会
で
あ
る
。
各

地
域
で
活
動
す
る
芸
術
文
化
関
係
者
と
市
民
の
多
様
な

声
を
汲
み
上
げ
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
施
策
に
的
確
に
反
映

さ
せ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
公
共
文
化
政
策
と
縁
遠

か
っ
た
民
間
の
文
化
施
設
や
フ
リ
ー
の
芸
術
家
に
特
化

し
た
支
援
策
が
主
眼
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
か
ゆ
い
と
こ
ろ
に
手
の
届
く
50
余
り
の

助
成
メ
ニ
ュ
ー
が
用
意
さ
れ
た
。
映
画
館
や
映
画
製
作

に
2
4
0
億
円
、
民
間
劇
場
に
40
億
円
、
ラ
イ
ブ
ハ

ウ
ス
に
32
億
円
な
ど
。
公
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
劇
場
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
だ
け
で
な
く
、
ラ
イ

ブ
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
分
野
で
も
文
化
的
多
様
性

が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
芸
術
家
と
文
化
関
係
者
の

基
本
的
な
生
存
を
保
障
す
る
施
策
だ
。
ま
た
、
若
手
や

子
育
て
世
代
へ
の
ス
カ
ラ
ー
シ
ッ
プ
の
充
実
ぶ
り
に
も

目
を
み
は
る
。

藤
野
一
夫
（
ふ
じ
の
・
か
ず
お
）

神
戸
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科
教
授
。
１
９
５
８
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。

平
成
19
年
度
～
21
年
度
、
文
部
科
学
省
・
現
代
的
教
育
ニ
ー
ズ
取
組
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
（
現
代
Ｇ
Ｐ
）「
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
教
育
に
よ
る
都
市
文
化
再
生
」
事
業

推
進
責
任
者
を
務
め
る
。
現
在
は
、
日
本
文
化
政
策
学
会
副
会
長
、
日
本
ワ
ー
グ

ナ
ー
協
会
理
事
、(

公
財)

び
わ
湖
芸
術
文
化
財
団
理
事
、(

公
財)

神
戸
市
民
文

化
振
興
財
団
理
事
の
ほ
か
、
文
化
審
議
会
な
ど
の
委
員
を
多
数
兼
任
。
共
編
著
に

『
地
域
主
権
の
国 

ド
イ
ツ
の
文
化
政
策
―
―
人
格
の
自
由
な
発
展
と
地
方
創
生
の
た

め
に
』(

美
学
出
版)

、『
基
礎
自
治
体
の
文
化
政
策
―
―
ま
ち
に
ア
ー
ト
が
必
要
な

わ
け
』(

水
曜
社)

な
ど
が
あ
る
。

除
し
、
内
部
の
個
人
に
参
加
を
強
要
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
し
か
し
21
世
紀
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
同
調
圧
力

か
ら
自
由
な
寛
容
性
が
大
切
だ
。
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が

り
な
が
ら
出
入
り
自
由
な
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
を
つ

く
り
た
い（
図
3
）。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
抗
し
て
自
分

の
内
面
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
殻
を
閉
じ
る
の
で
は
な
い
。

「
文
化
の
現
状
是
認
的
性
格
」
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
市
場
経
済
と
は
異
な
る
、
も
う
ひ
と
つ
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
、
芸
術
文
化
を
媒
体
と
し
て
イ
ン

タ
ー
ロ
ー
カ
ル
に
推
し
進
め
る
の
で
あ
る
。

市
民
と
芸
術
家
が
主
体
と
な
っ
た
手
作
り
の
ア
ー
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
ル
に
仕
掛
け
て
い

く
こ
と
。
国
境
が
閉
ざ
さ
れ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
時
代

だ
か
ら
こ
そ
必
要
火
急
の
こ
と
だ
。
当
面
は
身
体
的
接

触
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
他
者
へ
の

想
像
力
の
源
泉
を
枯
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
も
は
や

メ
ガ
・
イ
ベ
ン
ト
は
必
要
な
い
。
マ
イ
ク
ロ
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
国
境
を
越
え
て
地
域
と
地
域
を
つ
な
ぎ
、

無
数
に
並
存
す
る
こ
と
。
手
触
り
の
公
共
圏
が
「
文
化

的
コ
モ
ン
ズ
」
と
し
て
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
り
、
お
互

い
の
信
頼
関
係
が
じ
っ
く
り
と
醸
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ

の
た
め
の
土
壌
を
耕
す
こ
と
が
文
化
で
あ
る
。

NPO

文化拠点
（劇場・ホール）

まちづくり
団体

自治会

博物館

お祭り

学校
公民館

地域
伝統芸能

美術館

商店街

地場
産業

福祉
施設

文化
団体

図書館

神社
仏閣
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█表1：日本での歴代映画興行収入ベスト10（2021年1月17日現在）

█図1：テレビアニメタイトル数推移

出典：『アニメ産業レポート2020』（一般社団法人日本動画協会）
日本動画協会独自調査より作成

出典：興行通信社調べ
2020年12月28日『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が『千と千尋の神隠し』
の興行収入を抜き首位に立った。歴代興行収入ベスト10のうち、6作品がア
ニメーション映画。

順位 作品タイトル 興行収入 公開年

1位 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 361.8億円 2020年

2位 千と千尋の神隠し 316.8億円 2001年

3位 タイタニック 262億円 1997年

4位 アナと雪の女王 255億円 2014年

5位 君の名は。 250.3億円 2016年

6位 ハリー・ポッターと賢者の石 203億円 2001年

7位 もののけ姫 201.8億円 1997年

8位 ハウルの動く城 196億円 2004年

9位 踊る大捜査線 THE MOVIE2 
レインボーブリッジを封鎖せよ！ 173.5億円 2003年

10位 ハリー・ポッターと秘密の部屋 173億円 2002年
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［タイトル］

『
鬼
滅
の
刃
』大
ヒ
ッ
ト
の
衝
撃

日
本
の
ア
ニ
メ
に
つ
い
て
語
る
な
ら
、
昨
年
は
本
当

に
『
鬼
滅
』
の
年
に
な
っ
た
。

『
劇
場
版
「
鬼
滅
の
刃
」
無
限
列
車
編
』
が
公
開
さ
れ

た
の
は
10
月
16
日
だ
か
ら
、
２
０
２
０
年
も
残
す
と
こ

ろ
２
ヶ
月
を
切
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
の
ほ
か
の
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン

ト
に
関
す
る
話
題
を
全
部
吹
き
飛
ば
す
よ
う
な
勢
い
で

劇
場
に
観
客
が
集
ま
り
、
興
行
収
入
が
伸
び
続
け
た
。

そ
の
様
相
は
ま
さ
に
社
会
現
象
で
、
コ
ロ
ナ
禍
で
疲
れ

き
っ
た
日
本
全
体
に
も
一
筋
の
光
を
も
た
ら
し
、
活
力

さ
え
よ
み
が
え
ら
せ
た
よ
う
だ
っ
た
。

『
鬼
滅
』
大
ヒ
ッ
ト
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
分
析
さ
れ
て

し
た
り
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
出
て
き
た
が
、
現
在
は

次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
向
か
う
た
め
の
模
索
の
段
階
と
い
え

よ
う
。

歴
史
か
ら
み
た
日
本
の
ア
ニ
メ
の
独
自
性

日
本
初
の
国
産
ア
ニ
メ
が
制
作
さ
れ
た
の
は
非
常
に

古
く
、
１
９
１
７
（
大
正
６
）
年
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、

ア
メ
リ
カ
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
な
ど
諸
外
国
の
作
品
を
手
本

と
し
て
制
作
が
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
頃
は
、
映
画
館
や

学
校
の
体
育
館
な
ど
で
子
ど
も
向
け
の
ア
ニ
メ
が
上
映

さ
れ
る
程
度
で
、
ア
ニ
メ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
ご
く
小
さ

か
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
も
デ
ィ
ズ
ニ
ー
は
高
嶺
の
花

で
、
そ
れ
を
追
い
か
け
る
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
日
本
の

ア
ニ
メ
に
は
、
三
つ
の
大
き
な
転
機
が
あ
る
。

一
つ
は
『
鉄
腕
ア
ト
ム
』
で
あ
る
。
手
塚
治
虫
が
設

立
し
た
虫
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
１
９
６
３
（
昭
和
38
）

年
に
送
り
出
し
た
『
ア
ト
ム
』
は
、
日
本
で
初
め
て
の

本
格
的
な
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
だ
っ
た
。
し
か
も
、
毎
週
１

回
・
１
話
30
分
・
連
続
放
送
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
世

界
的
に
も
ほ
と
ん
ど
例
が
な
か
っ
た
。

『
ア
ト
ム
』
以
前
の
日
本
で
は
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ

製
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
が
輸
入
さ
れ
放
送
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
の
多
く
は
１
話
10
分
前
後
の
短
い
も
の
だ
っ
た
。

『
ト
ム
と
ジ
ェ
リ
ー
』
を
思
い
出
せ
ば
わ
か
る
が
、
要

す
る
に
シ
ョ
ー
ト
ギ
ャ
グ
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
ア
ト
ム
』
は
１
話
30
分
、
人
間
の
心
を

持
っ
た
ロ
ボ
ッ
ト
が
敵
と
戦
う
だ
け
で
は
な
く
、
時
に

は
人
間
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
気
が
つ
き
、
苦
悩
す
る
ア
ト

経
て
か
ら
劇
場
版
が
公
開
さ
れ
て
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。
現

在
、
テ
レ
ビ
で
長
期
放
送
さ
れ
て
い
る
『
ド
ラ
え
も

ん
』
や
『
名
探
偵
コ
ナ
ン
』
も
、
毎
年
劇
場
版
が
公
開

さ
れ
て
相
応
の
ヒ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
自
体
も
、
最
近
10
年
は
制
作

タ
イ
ト
ル
数
が
右
肩
上
が
り
で
、
２
０
１
６
年
に
は

３
６
１
タ
イ
ト
ル
に
及
ん
だ
。
ア
ニ
メ
業
界
関
係
者
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
作
ら
れ
す
ぎ
」
と
い
う
認
識
で
一

致
す
る
ほ
ど
の
制
作
数
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

２
０
１
９
年
に
は
減
少
に
転
じ
、
未
発
表
な
が
ら
、
コ

ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
た
２
０
２
０
年
は
さ
ら
に
減
少

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
図
1
）。

作
ら
れ
す
ぎ
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
作
ら
れ
る
理
由
は
、

長
年
に
わ
た
る
日
本
の
ア
ニ
メ
界
の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
慣

習
に
あ
る
。
ア
ニ
メ
制
作
ス
タ
ジ
オ
は
一
般
に
小
規
模

で
資
本
力
な
ど
が
弱
く
、
ま
た
ス
ポ
ン
サ
ー
を
含
め
た

業
界
全
体
も
、
長
期
的
な
視
点
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
捉
え
て

い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
末
端
の
ス
タ
ジ

オ
に
と
っ
て
は
、
常
に
作
品
を
作
っ
て
い
な
い
と
社
業

を
維
持
で
き
な
い
、
自
転
車
操
業
の
様
相
を
呈
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

近
年
よ
う
や
く
、
そ
う
し
た
業
界
の
問
題
を
克
服
し
、

独
自
の
体
制
で
会
社
を
立
ち
上
げ
た
り
、
ネ
ッ
ト
時
代

に
対
応
し
よ
う
と
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル
を
実
践

い
る
。
一
途
に
仲
間
を
思
い
敵
と
戦
う
主
人
公
の
真
っ

正
直
さ
が
観
客
の
心
を
捉
え
た
の
は
間
違
い
な
い
し
、

コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
映
画
の
上
映
延
期
な
ど
が
相
次
ぐ

中
で
ス
ク
リ
ー
ン
の
空
き
が
多
く
、
こ
こ
に
『
鬼
滅
』

が
集
中
的
に
上
映
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、

「
そ
ん
な
に
評
判
な
ら
一
度
は
見
に
行
く
か
」
と
い
う
、

作
品
で
は
な
く
現
象
と
し
て
興
味
を
持
っ
た
観
客
が
集

結
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
宮
崎
駿
監
督
の
代
表
作
に
し
て
、
日
本
で

の
興
行
収
入
歴
代
ト
ッ
プ
の
座
を
約
20
年
堅
持
し
て
き

た
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』（
２
０
０
１
年
）
の
３
１
６

億
８
０
０
０
万
円
を
超
え
よ
う
と
は
、
誰
も
予
測
し
得

な
か
っ
た
（
表
1
）。

と
こ
ろ
で
、『
鬼
滅
』
の
大
ヒ
ッ
ト
で
連
日
マ
ス
コ

ミ
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
興
行
収
入
だ
が
、
こ
れ
は
映

画
館
に
ど
れ
だ
け
観
客
が
入
っ
た
の
か
を
示
す
数
値
で

あ
る
。
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
２
０
１
６
年
に
公

開
さ
れ
た
新
海
誠
監
督
の
『
君
の
名
は
。』
が
２
５
０

億
円
を
超
え
、
こ
れ
も
社
会
現
象
と
さ
れ
た
。

た
だ
、『
君
の
名
は
。』
は
テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
先
行
し
て
発
表
さ
れ
た
作
品
で
は

な
く
、
完
全
に
映
画
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
作
品
で
あ
る
。
一

方
の
『
鬼
滅
』
は
、
前
年
（
２
０
１
９
年
）
に
テ
レ
ビ

シ
リ
ー
ズ
と
し
て
全
26
話
が
放
送
さ
れ
、
こ
れ
も
大
き

な
話
題
に
な
り
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
「
続
き
」
と
し

て
制
作
さ
れ
た
の
が
映
画
版
『
無
限
列
車
編
』
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
、
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た
作
品
の
劇
場
版

が
非
常
に
多
く
制
作
さ
れ
て
き
た
の
が
日
本
の
ア
ニ
メ

の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
古
く
は
『
宇
宙
戦
艦
ヤ
マ

ト
』
も
『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
』
も
、
テ
レ
ビ
放
送
を

特
集

未
来
を
創
る
|
|
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち

今
や
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、
世
界
に
誇
る
一
大
カ
ル
チ
ャ
ー
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
近
年
拡
大
す
る
動
画
配
信
ビ
ジ
ネ
ス
、
成
長
著
し
い
中
国
産
ア
ニ
メ
の
存
在
な
ど

業
界
を
取
り
巻
く
急
速
な
環
境
の
変
化
に
、
日
本
は
対
応
し
き
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
現
在
地
を
明
ら
か
に
し
、

さ
ら
な
る
発
展
に
向
け
て
求
め
ら
れ
る
施
策
や
課
題
を
考
察
す
る
。

日
本
の
ア
ニ
メ
の
独
自
性
と
世
界
的
評
価　

――
こ
れ
ま
で
と
現
状
、そ
し
て
こ
れ
か
ら
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ム
少
年
の
姿
が
描
か
れ
た
。
こ
う
し
た
感
情
表
現
を
豊

か
に
す
る
た
め
に
は
１
話
10
分
で
は
足
り
な
い
と
判
断

し
た
の
が
手
塚
治
虫
で
、
自
身
の
漫
画
を
原
作
と
し
た

ア
ニ
メ
化
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

毎
週
１
回
・
１
話
30
分
・
連
続
放
送
の
ス
タ
イ
ル
は
50

年
以
上
を
経
た
今
も
、
日
本
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
主
流

で
あ
る
。

『
ア
ト
ム
』
以
後
、
国
産
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
は
一
気
に
増

加
し
た
。
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
も
ロ
ボ
ッ
ト
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
宇
宙
Ｓ
Ｆ
も
の
、『
お
そ
松
く
ん
』
な
ど
生
活

ギ
ャ
グ
も
の
、『
巨
人
の
星
』
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
根
性
も

の
と
拡
大
す
る
中
で
、
注
目
す
べ
き
は
「
魔
法
少
女
も

の
」
で
あ
る
。

１
９
６
６
年
放
送
開
始
の
『
魔
法
使
い
サ
リ
ー
』
は
、

魔
法
を
使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
女
の
子

が
主
人
公
で
、
人
気
作
と
な
っ
た
。
以
後
、
シ
リ
ー
ズ

の
よ
う
に
同
傾
向
の
作
品
が
作
ら
れ
、『
美
少
女
戦
士

セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
』
を
経
て
『
プ
リ
キ
ュ
ア
』
シ
リ
ー

ズ
ま
で
続
い
て
い
る
。
海
外
に
眼
を
転
じ
る
と
、
女
の

子
が
「
ヒ
ー
ロ
ー
」
的
な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
宗
教

上
の
タ
ブ
ー
と
し
て
避
け
ら
れ
が
ち
な
「
魔
女
」
が
主

人
公
の
作
品
は
稀
で
、
日
本
特
有
の
も
の
と
い
っ
て
よ

い
。と

こ
ろ
で
、『
ア
ト
ム
』『
お
そ
松
く
ん
』『
巨
人
の

星
』
な
ど
、
い
ず
れ
も
当
時
雑
誌
に
連
載
さ
れ
て
い
た

漫
画
で
あ
る
こ
と
に
お
気
づ
き
だ
ろ
う
か
。
人
気
漫
画

を
原
作
と
し
て
ア
ニ
メ
化
し
、
漫
画
の
読
者
と
ア
ニ
メ

の
視
聴
者
と
が
双
方
向
に
フ
ァ
ン
と
な
っ
て
ブ
ー
ム
が

築
か
れ
る
構
図
は
、
す
で
に
こ
の
頃
確
立
さ
れ
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
『
鬼
滅
』
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
現
在

ま
で
続
い
て
い
る
。

次
の
転
機
は
、
１
９
７
４
年
放
送
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ

『
宇
宙
戦
艦
ヤ
マ
ト
』
か
ら
79
年
放
送
の
テ
レ
ビ
ア
ニ

メ
『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
』
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
未
熟
な
士
官
候
補
生
や
、
思

春
期
の
少
年
が
主
人
公
、
つ
ま
り
完
全
無
欠
の
ヒ
ー

ロ
ー
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
主
人
公
が
思
い
悩
み
、
成

長
し
て
い
く
姿
が
、
民
族
間
の
葛
藤
や
戦
争
、
環
境
問

題
な
ど
ハ
ー
ド
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
描
か
れ
、
時
に

は
主
人
公
ら
の
恋
愛
模
様
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
結

果
、
そ
れ
ま
で
は
基
本
的
に
子
ど
も
の
た
め
の
も
の

だ
っ
た
ア
ニ
メ
に
、
中
高
生
以
上
の
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト

世
代
が
観
客
と
し
て
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、

こ
う
し
た
世
代
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
ア
ニ
メ
は
世
界

的
に
み
て
非
常
に
珍
し
く
、
こ
れ
も
日
本
特
有
の
も
の

と
い
え
る
。

三
つ
目
の
転
機
は
、
宮
崎
駿
と
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の

世
界
的
評
価
の
獲
得
で
あ
る
。

宮
崎
は
１
９
８
４
年
公
開
の
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ

カ
』
で
頭
角
を
現
し
、
以
後
、『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』

『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
と
い
っ
た
作
品
で
徐
々
に
フ
ァ

ン
を
増
や
し
て
い
っ
た
が
、
真
に
国
民
的
知
名
度
を
獲

得
し
た
の
は
１
９
９
７
年
の
『
も
の
の
け
姫
』
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
２
０
０
１
年
公
開
の
『
千
と
千
尋
の
神
隠

し
』
は
ベ
ル
リ
ン
国
際
映
画
祭
で
金
熊
賞
（
最
高
賞
）

を
受
賞
し
、
評
価
は
不
動
に
な
っ
た
。
こ
の
『
千
と
千

尋
』
の
受
賞
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
の
国
際
的
地
位
の
向

上
に
も
寄
与
し
た
。

も
と
も
と
は
子
ど
も
向
け
だ
っ
た
も
の
が
、
中
高
生

以
上
の
若
者
世
代
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
拡
大
し
て
い
く
中

で
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
多
様
化
し
作
品

が
量
産
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
流
れ
で
、
日
本
の
ア
ニ

メ
の
独
自
性
は
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

海
外
で
日
本
の
ア
ニ
メ
は

ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か

海
外
と
日
本
と
の
ア
ニ
メ
状
況
を
比
較
す
る
場
合
、

作
品
内
容
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
ア
ニ
メ
を
消
費
す
る

マ
ー
ケ
ッ
ト
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
ど
の
く
ら
い
あ
る

の
か
が
重
要
で
あ
る
。
日
本
は
、
現
在
で
も
子
ど
も
や

若
者
が
中
心
と
は
い
え
、
ア
ニ
メ
を
日
常
的
に
楽
し
み
、

期
待
し
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
に
変
化
が
生
じ
は
じ
め
た
の
は
、
漫

画
家
・
大
友
克
洋
が
自
身
の
漫
画
を
長
編
ア
ニ
メ
化
し

た
『
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｒ
Ａ
』（
１
９
８
８
年
）
が
欧
米
で
カ
ル
ト

的
な
人
気
を
獲
得
し
た
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
テ
レ
ビ

ア
ニ
メ
『
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』、『
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
』
な

ど
も
、
日
本
製
ア
ニ
メ
と
し
て
認
知
さ
れ
は
じ
め
た
。

何
よ
り
も
、
90
年
代
半
ば
に
な
る
と
「anim

e

」
と
い

う
語
が
英
語
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
に
限
定
し
て
使
う

新
語
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
頃
に
な
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
一
部

の
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
の
眼
に
と
ま
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
各
国

で
日
本
製
ア
ニ
メ
が
押
し
な
べ
て
知
ら
れ
る
状
況
ま
で

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
特
に
日
本
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
で

は
、
し
ば
し
ば
暴
力
表
現
、
ま
た
性
的
表
現
が
頻
発
し
、

ア
ニ
メ
は
子
ど
も
向
け
と
い
う
認
識
が
根
強
い
諸
外
国

で
は
批
判
も
多
く
受
け
た
。

ア
メ
リ
カ
の
デ
ー
タ
サ
イ
ト
「Box O

ffi
ce M

ojo

」

に
よ
る
と
、
20
年
近
く
に
わ
た
っ
て
日
本
で
の
映
画
興

行
収
入
ト
ッ
プ
を
維
持
し
て
き
た
『
千
と
千
尋
の
神
隠

し
』
の
、
全
世
界
で
の
興
行
収
入
は
約
３
億
５
５
４
７

万
ド
ル
だ
が
、
こ
の
う
ち
日
本
国
内
で
の
興
行
収
入
は

約
２
億
３
７
３
３
万
ド
ル［
＊
］、
つ
ま
り
７
割
近
い
収

入
は
国
内
の
も
の
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
作
品
の
よ

う
に
ア
メ
リ
カ
国
内
よ
り
も
国
外
で
多
く
の
興
行
収
入

を
得
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

日
本
の
ア
ニ
メ
は
、
確
か
に
海
外
で
人
気
を
獲
得
し

て
い
る
と
言
え
る
が
、
あ
る
作
品
が
ヒ
ッ
ト
し
た
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
っ
た
一
つ
の
事
例
で
あ
る
。
ま

た
、
近
年
日
本
へ
の
留
学
希
望
者
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
の
増
加
が
顕
著
で
、
彼
ら
が
何
を
き
っ
か

け
に
し
て
日
本
に
興
味
を
持
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の

多
く
が
ア
ニ
メ
や
漫
画
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
の
中
で
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
食
べ
て
い
る
ラ
ー
メ
ン
や
た
こ
や
き
、

メ
ロ
ン
パ
ン
に
興
味
を
持
ち
、
そ
れ
を
「
本
場
」
で
味

わ
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
日
本
に
来
て
い
る
若
者
が
多

い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
ら
訪
日
外
国
人
た
ち
の
母
国
で
は
、
や

は
り
彼
ら
彼
女
ら
は
一
部
の
存
在
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。２

０
０
０
年
代
に
入
る
と
、
海
外
で
の
日
本
の
ア
ニ

メ
の
売
り
上
げ
が
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
全
般
的

な
状
況
が
か
な
り
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
の
ア
ニ
メ
は
90
年
代
に
な
っ
て
実
質
的
に
海
外

で
注
目
さ
れ
は
じ
め
、
２
０
０
０
年
代
か
ら
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ

な
ど
の
売
り
上
げ
が
伸
び
て
、
２
０
０
５
年
に
は
海
外

で
の
市
場
規
模
は
約
５
２
１
５
億
円
に
達
し
、
一
つ
の

ピ
ー
ク
を
形
成
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
売
り
上
げ
は

減
少
し
、
海
外
の
日
本
ア
ニ
メ
市
場
拡
大
の
難
し
さ
を
、

国
内
ア
ニ
メ
界
は
痛
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
２
０
１
５
年
頃
か
ら
売
り
上
げ
は
急
速

に
伸
び
、
２
０
１
９
年
に
は
市
場
規
模
約
１
兆

２
０
０
０
億
円
に
達
し
た
（
36
頁
の
図
2
）。
し
か
も
、
こ

の
間
に
特
段
の
ヒ
ッ
ト
作
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、

日
本
の
ア
ニ
メ
が
多
種
多
様
に
買
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
変
化
の
理
由
は
単
純
で
、
２
０
０
５
年
に
ピ
ー

ク
を
迎
え
た
と
き
は
、
国
内
事
業
者
が
現
地
法
人
を
作

糧
に
し
て
い
る
観
客
が
相
応
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
日
々

ア
ニ
メ
が
制
作
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
海
外

は
、
国
に
よ
っ
て
事
情
が
違
う
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
国
内
に
ア
ニ
メ
の
大
き
な
マ
ー

ケ
ッ
ト
を
有
し
て
い
る
の
が
ア
メ
リ
カ
で
、
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
デ
ィ
ズ
ニ
ー
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
。

1
9
2
8
年
に
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
の
第
１
作
が
公
開

さ
れ
て
か
ら
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
を
中
心
と
し
て
デ
ィ
ズ

ニ
ー
は
世
界
中
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
拡
大
し
た
。
ま
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア

な
ど
が
伝
統
的
に
有
力
な
ア
ニ
メ
生
産
国
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
き
た
。

た
だ
、
ア
メ
リ
カ
を
含
め
て
ほ
ぼ
全
世
界
的
に
、
ア

ニ
メ
は
子
ど
も
向
け
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
の
娯
楽
と
い

う
一
点
だ
け
は
大
き
な
固
定
観
念
と
し
て
今
日
ま
で
維

持
さ
れ
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
そ
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
。

中
高
生
向
け
、
大
人
向
け
と
い
う
意
味
合
い
で
多
様
性

を
積
み
重
ね
て
き
た
日
本
の
ア
ニ
メ
が
諸
外
国
で
珍
し

が
ら
れ
た
の
に
は
、
こ
う
し
た
理
由
も
あ
る
。

日
本
の
ア
ニ
メ
の
海
外
輸
出
が
本
格
化
し
た
の
は

１
９
７
０
年
代
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
『
キ
ャ
ン
デ
ィ

♡
キ
ャ
ン
デ
ィ
』、『
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
』
な
ど

が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
は
主

に
Ｓ
Ｆ
・
ロ
ボ
ッ
ト
も
の
作
品
が
紹
介
さ
れ
、「
変

わ
っ
た
ア
ニ
メ
が
あ
る
、
ど
こ
が
作
っ
た
の
か
」
と
、

一
部
の
マ
ニ
ア
が
気
づ
き
は
じ
め
た
。

つ
ま
り
当
時
は
、
そ
れ
ら
が
日
本
製
ア
ニ
メ
だ
と
は

気
が
つ
か
ず
に
見
て
い
た
フ
ァ
ン
や
子
ど
も
た
ち
が
大

半
で
あ
っ
て
、
ま
た
輸
出
す
る
側
も
、
特
段
の
利
益
を
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［年］

る
な
ど
し
て
、
テ
レ
ビ
放
送
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
販
売
を
主
導
し

よ
う
と
し
た
が
、
商
習
慣
の
違
い
や
フ
ァ
ン
の
動
向
を

追
い
き
れ
な
い
こ
と
が
壁
に
な
り
、
頓
挫
し
た
形
だ
っ

た
。
一
方
の
現
在
の
ピ
ー
ク
は
、
ネ
ッ
ト
配
信
事
業
が

主
流
に
な
り
、
海
外
か
ら
日
本
の
ア
ニ
メ
の
購
買
需
要

が
伸
び
た
こ
と
に
よ
る
。

そ
の
象
徴
的
な
存
在
が
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
で
、
日

注＊
２
０
２
１
年
１
月
10
日
現
在
。

津
堅
信
之
（
つ
が
た
・
の
ぶ
ゆ
き
）

１
９
６
８
年
、
兵
庫
県
生
ま
れ
。
近
畿
大
学
農
学
部
卒
業
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究

家
。
日
本
大
学
藝
術
学
部
映
画
学
科
講
師
。
専
門
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
史
。
近
年
は

映
画
史
、
大
衆
文
化
な
ど
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
広
い
領
域
で
研
究
す
る
。
主
な
著

書
に
『
日
本
の
ア
ニ
メ
は
何
が
す
ご
い
の
か
』（
祥
伝
社
新
書
）、『
ア
ニ
メ
作
家
と

し
て
の
手
塚
治
虫
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）、『
新
版 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
学
入
門
』『
新
海

誠
の
世
界
を
旅
す
る
』『
京
ア
ニ
事
件
』（
平
凡
社
新
書
）な
ど
が
あ
る
。

に
広
め
よ
う
と
さ
れ
て
き
た
。

日
本
の
ア
ニ
メ
に
は
、
フ
ァ
ン
が
大
切
に
す
る
繊
細

な
表
現
や
こ
だ
わ
り
が
随
所
に
あ
り
、
日
本
オ
リ
ジ
ナ

ル
を
重
視
す
る
こ
と
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
。
し
か
し
時
代
の
流
れ
に
つ
い
て
い
け
て
い
な

か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
う
ち

に
海
外
で
日
本
の
ア
ニ
メ
そ
っ
く
り
の
作
品
が
作
ら
れ
、

そ
れ
は
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
世
界
中
に
紹
介
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
後
を
ど
う
す
る
か
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
の
未

来
全
体
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
、
重
要
な
分
岐
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ネ
ッ
ト
配
信
事
業
を
拡
大
し
て
、

テ
レ
ビ
や
劇
場
公
開
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
ソ
フ
ト
販
売
に
加

わ
る
有
効
な
収
入
源
の
確
保
や
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の

整
備
に
よ
る
作
業
性
の
向
上
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ

ら
は
制
作
現
場
を
金
銭
面
で
潤
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
優
秀
な
人
材
の
育
成
や
、
よ
り
高
品
質

の
作
品
制
作
の
実
現
が
見
え
て
く
る
。

コ
ロ
ナ
禍
が
ア
ニ
メ
界
全
体
に
等
し
く
影
響
を
及
ぼ

し
た
か
ら
こ
そ
、
ア
ニ
メ
関
連
企
業
間
の
主
従
関
係
や

事
業
規
模
に
よ
る
優
劣
を
乗
り
越
え
、
日
本
の
ア
ニ
メ

の
持
続
的
発
展
へ
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

本
の
既
存
の
ア
ニ
メ
を
配
信
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、

現
在
は
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
で
し
か
配
信
し
な
い
オ
リ

ジ
ナ
ル
作
品
を
企
画
し
て
、
こ
れ
を
制
作
す
る
た
め
に

日
本
の
ス
タ
ジ
オ
を
囲
い
込
む
よ
う
な
戦
略
に
出
て
い

る
。さ

ら
に
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
に
影
響
を
受
け
た
と
思

わ
れ
る
作
品
が
制
作
さ
れ
、
こ
れ
を
日
本
に
逆
輸
入
す

く
こ
と
な
く
、
自
宅
を
含
む
リ
モ
ー
ト
で
の
作
業
が
可

能
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
、
コ
ロ
ナ
が
拡
大
し
た

昨
年
３
～
４
月
は
、
中
国
な
ど
海
外
に
外
注
し
た
作
業

ま
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
な
ど
、
影
響
は
大
き
か
っ
た
が
、

そ
の
後
比
較
的
短
期
間
で
制
作
体
制
を
戻
す
こ
と
が
で

き
た
。

複
雑
な
ア
ニ
メ
制
作
工
程
の
中
に
は
、
い
ま
だ
手
作

業
に
頼
る
と
こ
ろ
は
残
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
問
題
解

決
は
難
し
い
が
、
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ
そ
取
り
組
み
、

意
外
に
や
れ
そ
う
だ
と
気
が
つ
い
た
と
こ
ろ
は
あ
る
は

ず
で
、
制
作
現
場
は
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
る
必
要

が
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
「
巣
ご
も
り
需

要
」
で
、
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ア
ニ
メ
視
聴
の
重
要
性
が
あ

ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
し
か
し
日
本

で
は
テ
レ
ビ
の
影
響
力
が
強
く
、
ネ
ッ
ト
配
信
事
業
が

欧
米
に
比
べ
て
周
回
遅
れ
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
が
続

い
て
い
た
。
そ
こ
に
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
な
ど「
黒
船
」

が
到
来
し
て
、
日
本
は
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
の
か
と
い

う
判
断
を
迫
ら
れ
て
い
た
。

や
は
り
日
本
を
拠
点
に
、
世
界
中
の
視
聴
者
を
取
り

込
む
ネ
ッ
ト
配
信
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
必
要
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
昨
年
末
に
ソ
ニ
ー

が
ア
メ
リ
カ
の
ア
ニ
メ
配
信
事
業
大
手
ク
ラ
ン
チ
ロ
ー

ル
の
運
営
会
社
を
買
収
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
入
り
、

関
係
者
を
驚
か
せ
た
。

こ
れ
ま
で
、
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
い
う
国
の
施
策
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
ア
ニ
メ
は
作
品
そ
れ
自

体
か
ら
鑑
賞
方
法
に
至
る
ま
で
「
日
本
方
式
」
で
海
外

る
よ
う
な
動
き
が
出
は
じ
め
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
昨
年
公
開
さ
れ
た
中
国
制
作
の
長
編
ア

ニ
メ
の
吹
替
版
『
羅ろ

小し
ゃ
お

黒へ
い

戦せ
ん

記き 

ぼ
く
が
選
ぶ
未
来
』
は
、

妖
精
と
人
間
が
共
存
す
る
世
界
で
、
自
然
環
境
破
壊
に

よ
っ
て
住
処
を
奪
わ
れ
た
子
猫
の
妖
精
の
運
命
を
描
い

た
。
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
造
形
か
ら
し

て
、
言
わ
れ
な
け
れ
ば
中
国
製
と
は
思
え
な
い
よ
う
な

仕
上
が
り
で
、
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
。

中
国
で
は
比
較
的
古
く
か
ら
日
本
の
ア
ニ
メ
が
紹
介

さ
れ
て
き
た
が
、
自
国
文
化
を
保
護
す
る
た
め
、
テ
レ

ビ
放
送
枠
で
一
定
以
上
の
外
国
作
品
を
放
送
し
な
い
こ

と
を
定
め
、
ま
た
映
画
館
で
の
外
国
作
品
の
公
開
枠
も

制
限
し
た
た
め
、
日
本
の
ア
ニ
メ
を
効
果
的
に
紹
介
で

き
な
い
状
況
だ
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
自
国
文
化
保
護
の

考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
ユ
ー
ロ
圏
で
も
行
わ
れ
て

き
た
。

そ
ん
な
状
況
下
で
日
本
の
ア
ニ
メ
事
業
者
が
手
を
こ

ま
ね
い
て
い
る
う
ち
に
、
海
外
で
日
本
の
ア
ニ
メ
の

エ
ッ
セ
ン
ス
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
作
品
が
制
作
さ
れ
は

じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
に
至
る
根
本
的
な
理
由
は
、
日
本
の

ア
ニ
メ
界
が
そ
も
そ
も
海
外
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
重
視
し

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
70
年
代
に
本
格
化
し
た

ア
ニ
メ
輸
出
は
余
業
と
し
て
や
っ
て
い
た
レ
ベ
ル
だ
し
、

２
０
０
０
年
代
以
降
も
、
あ
く
ま
で
作
品
を
そ
の
ま
ま

紹
介
す
る
と
い
う
大
前
提
が
あ
り
、
海
外
諸
地
域
の
商

習
慣
や
ニ
ー
ズ
の
違
い
に
細
や
か
な
対
応
は
で
き
て
い

な
か
っ
た
。

何
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
速
な
発
達
に
よ
る

配
信
ビ
ジ
ネ
ス
に
完
全
に
出
遅
れ
、
日
本
発
の
有
力
な

配
信
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
作
れ
な
か
っ
た
。

日
本
の
ア
ニ
メ
は
、
海
外
で
の
人
気
に
効
果
的
な
形

で
応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
人
気
を
大
き
な

糧
と
し
て
自
身
の
成
長
に
つ
な
げ
き
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

コ
ロ
ナ
後
の
日
本
の
ア
ニ
メ

日
本
の
ア
ニ
メ
に
関
す
る
話
題
と
い
え
ば
、
人
材
不

足
、
そ
し
て
過
酷
な
労
働
状
況
と
低
賃
金
が
長
ら
く
つ

い
て
ま
わ
っ
て
い
る
。

ア
ニ
メ
制
作
会
社
は
十
数
人
程
度
の
小
規
模
体
制
で

運
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
く
、
大
部
分
が
い

わ
ゆ
る
中
小
零
細
企
業
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
制
作

工
程
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
だ
と
は
い
え
、
制
作
費
の

９
割
が
人
件
費
と
も
い
わ
れ
る
。

ア
ニ
メ
制
作
は
一
種
の
職
人
技
で
、
人
か
ら
人
へ
ノ

ウ
ハ
ウ
が
伝
え
ら
れ
る
徒
弟
制
度
に
近
い
世
界
、
ま
た

ス
ポ
ン
サ
ー
と
の
力
関
係
も
明
確
で
あ
り
、
人
材
・
資

金
不
足
は
即
制
作
現
場
へ
の
し
わ
寄
せ
に
な
る
。
美
術

大
学
や
専
門
学
校
で
学
ん
だ
若
者
が
、
希
望
を
持
っ
て

ス
タ
ジ
オ
に
入
っ
て
も
、
仕
事
の
過
酷
さ
に
つ
い
て
い

け
ず
、
人
材
が
な
か
な
か
定
着
し
な
い
悪
循
環
は
、
も

う
何
十
年
も
変
わ
ら
な
い
。

た
だ
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
、
一
つ
わ
か
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
制
作
工
程
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
つ
ま

り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
作
業
の
割
合
が
増
加
し
た
現

在
、
ス
タ
ジ
オ
に
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
が
密
に
な
っ
て
働
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大
阪
ガ
ス
が
文
化
・
芸
術
に

関
わ
る
意
義
と
は

田
中　

大
阪
ガ
ス
が
行
っ
て
き
た
文
化
・
芸
術
活
動
を

振
り
返
る
と
、
そ
の
始
ま
り
は
1
9
3
3
年
に
竣
工

し
た
大
阪
ガ
ス
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
、
通
称
「
ガ
ス
ビ
ル
」

に
み
ら
れ
ま
す
。
館
内
に
設
け
ら
れ
た
６
０
０
人
収
容

の
吹
き
抜
け
講
演
場
で
は
、
エ
ン
タ
ツ
・
ア
チ
ャ
コ
の

漫
才
や
西
洋
映
画
の
上
映
な
ど
多
彩
な
催
し
が
開
か
れ
、

「
文
化
の
殿
堂
」
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
ガ
ス
会
社
が
講
演
場
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
の
か

と
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
都
市
ガ
ス
は
新
し
い
文
化
の

提
案
で
あ
り
、
薪
や
カ
マ
ド
の
文
化
か
ら
、
利
便
性
の

高
い
都
市
ガ
ス
に
よ
り
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
と

い
う
提
案
に
付
随
し
て
、
大
阪
ガ
ス
は
新
た
な
文
化
・

芸
術
を
紹
介
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

栗
本　

都
市
ガ
ス
が
拓
く
モ
ダ
ン
で
ハ
イ
カ
ラ
な
生
活

文
化
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う
と
い
う
な
か
で
、
そ
の

土
壌
で
あ
る
関
西
の
都
市
文
化
や
地
域
に
根
付
い
て
き

た
芸
術
や
芸
能
も
含
め
て
紹
介
・
提
案
す
る
企
業
風
土

が
創
業
時
か
ら
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

田
中　

そ
の
社
風
は
今
も
引
き
継
が
れ
、
社
員
は
み
な

「
私
た
ち
は
単
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
屋
で
は
な
い
」
と
い

う
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
１
９
８
６
年
４

月
に
は
、
創
業
80
周
年
を
機
に
わ
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
（
通
称
C
E
L
）
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、

社
会
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
バ
ブ
ル
期
の
な
か
、

長
期
的
視
点
と
広
い
視
野
に
立
っ
て
社
会
と
事
業
の
将

来
像
を
描
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

活
動
の
な
か
で
1
9
8
7
年
に
情
報
誌
『
C
E
L
』
も

生
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
文
化
・
芸
術
に
関
わ
る
事
業
に
当
事
者
と
し

て
携
わ
っ
て
き
た
二
人
に
話
を
伺
い
な
が
ら
、
そ
の
活

動
の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
つ
く
る 

O
M
S
と
い
う
文
化
装
置

田
中　

C
E
L
と
同
時
期
に
設
立
さ
れ
た
の
が
、「
扇

町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
」（
以
下
、
O
M
S
）
で
す
。

小
劇
場
を
核
と
す
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
心
地
と
し

て
若
者
の
心
を
捉
え
ま
し
た
が
、
山
納
さ
ん
は
O
M
S

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。

山
納　

私
は
設
立
当
時
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
大
阪
ガ
ス
北
支
社
の
移
転
に
伴
い
大
阪
駅

か
ら
８
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
場
所
に
遊
休
資
産
が
で

き
ま
し
た
。
そ
こ
を
劇
場
、
映
画
館
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、

雑
貨
店
、
カ
フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン
を
有
し
た
複
合
文
化
施

設
に
改
装
し
た
の
が
O
M
S
で
す
。
当
初
は
数
十
億

円
を
か
け
て
新
築
ビ
ル
を
建
て
る
プ
ラ
ン
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
が
、
実
際
に
は
１
億
円
程
度
の
今
で
い
う
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
と
ど
め
、
雑
多
な
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
の

発
信
基
地
を
つ
く
り
ま
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
大
手

代
理
店
な
ど
に
一
任
す
る
の
で
は
な
く
、
専
門
家
ら
を

企
画
委
員
と
し
て
集
め
、「
訳
の
わ
か
ら
な
い
、
で
も

可
能
性
が
詰
ま
っ
て
い
る
施
設
」
を
手
探
り
で
つ
く
り

上
げ
た
点
で
す
。
す
ぐ
に
リ
タ
ー
ン
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
、
み
ん
な
が
新
し
く
何
か
を
生
み
出
し
て
い
く
場

所
に
投
資
を
行
い
ま
し
た
。

田
中　

今
や
全
国
区
で
活
躍
す
る
劇
団
☆
新
感
線
な
ど

も
Ｏ
Ｍ
Ｓ
の
劇
場
で
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

山
納　

Ｏ
Ｍ
Ｓ
は
若
い
芸
術
家
た
ち
に
活
動
の
場
を
与

え
る
存
在
で
も
あ
り
ま
し
た
。
若
手
劇
団
の
才
能
に
早

く
か
ら
気
づ
き
、
稽
古
場
を
安
価
で
提
供
し
た
こ
と
が
、

彼
ら
が
躍
進
し
た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
会
社
と
し
て
は
、
大
阪
ガ
ス
の
客
層
と
し

て
十
分
な
訴
求
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
若
者
に
向
け
た

情
報
発
信
の
拠
点
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
り
ま
し
た
。

田
中　

当
時
は
私
も
よ
く
O
M
S
に
通
い
ま
し
た
。

観
客
は
体
育
座
り
で
演
劇
を
楽
し
み
、
混
沌
と
し
て
い

る
け
れ
ど
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
イ
テ
ッ
ド
さ
れ
た
空
間
が

と
て
も
お
も
し
ろ
い
。
こ
こ
が
大
阪
ガ
ス
の
運
営
で
あ

る
こ
と
が
誇
り
で
し
た
ね
。
結
果
論
で
す
が
、
O
M
S

第7回OMSプロデュース公演「深流波」（2002年5月18日～ 26日）。
写真／谷古宇正彦

未
来
を
創
る
――
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち

大
阪
ガ
ス
は
地
域
共
創
活
動
の
一
環
と
し
て
、
広
く
文
化
・

芸
術
活
動
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
歩
み
を
間
近
に
見
続
け

て
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
の
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
・
田

中
雅
人（
写
真
右
）、
関
西
の
街
の
文
化
や
歴
史
を
語
り
・
音
楽
・

映
像
で
伝
え
る
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
を
手
掛
け
る
栗
本
智

代
（
写
真
中
央
）、
か
つ
て
「
扇
町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
」

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
務
め
、
現
在
も
数
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
行
う
山
納
洋
（
写
真
左
）の
３
人
が
、
こ

れ
ま
で
の
歩
み
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
文
化
・
芸
術
に
携
わ

る
意
義
や
影
響
に
つ
い
て
語
り
合
う
。

奥
山
晶
子
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

Kurim
oto Tom

oyo

栗
本
智
代

［
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究
員
］

山
納
洋

［
大
阪
ガ
ス
㈱
近
畿
圏
部	

都
市
魅
力
研
究
室
室
長
］

Yam
anou H

iroshi

田
中
雅
人

［
大
阪
ガ
ス
㈱
近
畿
圏
部
長	

兼	

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
］

Tanaka M
asato

鼎
談

大
阪
ガ
ス
の
文
化
・
芸
術
と
の
関
わ
り

――
そ
の
意
義
と
今
後
の
展
望
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は
大
阪
ガ
ス
の
都
市
開
発
の
緒
に
就
い
た
案
件
。
こ
こ

か
ら
、
社
有
地
な
ど
遊
休
資
産
を
い
か
に
活
用
す
る
か

と
い
う
発
想
が
広
が
り
ま
し
た
。

山
納　

施
設
の
10
周
年
に
は
、
記
念
事
業
と
し
て
Ｏ
Ｍ

Ｓ
戯
曲
賞
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
文
芸
的
価
値
が
高
い
作

品
に
賞
を
与
え
注
目
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
新
た
な
才

能
を
世
に
知
ら
し
め
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
押
し
上
げ
る
取

り
組
み
で
す
。
混
沌
と
し
た
若
者
文
化
の
実
験
場
か
ら
、

芸
術
性
の
高
さ
を
よ
り
意
識
し
た
場
へ
と
近
づ
き
は
じ

め
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。

田
中　

そ
ん
な
Ｏ
Ｍ
Ｓ
も
、
老
朽
化
や
経
費
面
で
の
課

題
か
ら
2
0
0
3
年
に
閉
館
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

山
納　

時
代
の
流
れ
も
あ
り
ま
し
た
。
80
年
代
は
企
業

に
よ
る
メ
セ
ナ
や
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
が
盛
ん
で
、
Ｏ

Ｍ
Ｓ
も
若
者
の
文
化
活
動
を
後
押
し
す
る
パ
ト
ロ
ン
的

な
存
在
で
し
た
。
そ
の
後
、
90
年
代
は
公
共
の
ホ
ー
ル

が
建
設
さ
れ
、
行
政
側
が
文
化
支
援
を
行
う
よ
う
に
。

２
０
０
０
年
代
に
な
る
と
、
Ｏ
Ｍ
Ｓ
だ
け
で
は
な
く
箱

モ
ノ
か
ら
企
業
が
次
々
と
撤
退
し
て
い
き
ま
す
。
文
化

支
援
の
役
割
が
、
企
業
か
ら
行
政
へ
、
箱
モ
ノ
か
ら
ソ

フ
ト
へ
と
変
わ
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
し
た
。

歴
史
発
掘
と
文
化
伝
承
を

地
域
活
性
に
つ
な
げ
る

田
中　

90
年
代
に
は
栗
本
さ
ん
が
語
り
手
、
台
本
、
演

出
を
務
め
る
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
が
始
ま
り
ま
す
。

栗
本　
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
は
、
関
西
の
街
の
歴
史

や
文
化
を
掘
り
起
こ
し
、
語
り
、
映
像
、
音
楽
を
交
え

て
、
楽
し
く
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
公
演
で
す
。
活

動
を
始
め
た
当
時
、
上
司
か
ら
は
「
講
談
風
に
語
り
、

ス
ラ
イ
ド
で
地
図
や
イ
ラ
ス
ト
を
紹
介
し
な
さ
い
」
と

言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
20
代
だ
っ
た
私
は
「
そ
れ
で
は

若
い
人
が
楽
し
め
な
い
」
と
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
な
ど
か

ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
音
楽
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。
そ
れ

が
好
評
を
い
た
だ
き
、
新
聞
社
と
の
共
催
な
ど
で
注
目

を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
わ
が
街
の
歴
史
や

文
化
を
知
る
こ
と
は
、
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
な

ん
だ
」
と
気
づ
い
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
自
分
で
言
葉

を
選
ん
で
台
本
を
書
き
、
情
緒
を
伝
え
る
た
め
に
音
楽

的
な
演
出
・
効
果
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
私
自
身
が

舞
台
で
歌
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

田
中　

そ
ん
な
こ
と
が
、
い
き
な
り
で
き
た
ん
で
す
か
。

栗
本　

幼
い
頃
か
ら
ピ
ア
ノ
や
バ
レ
エ
を
習
い
、
思
春

期
に
は
宝
塚
歌
劇
に
夢
中
に
な
り
、
大
学
以
降
は
合
唱

団
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
C
E
L
の
研
究
員
に

な
っ
て
か
ら
の
数
年
間
は
研
究
テ
ー
マ
が
定
ま
ら
ず
、

何
か
く
す
ぶ
っ
て
い
た
も
の
が
一
気
に
爆
発
し
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

田
中　

な
る
ほ
ど
。
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
を
始
め
る
、
何

か
き
っ
か
け
は
あ
っ
た
の
で
す
か
。

栗
本　
「
こ
れ
は
ど
こ
の
地
図
か
わ
か
る
か
」
と
大
坂

の
古
地
図
を
見
せ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
元
禄
期
の
地
図

だ
っ
た
の
で
す
が
、
見
方
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

当
時
、
船せ

ん

場ば

が
中
心
街
で
、
梅
田
は
郊
外
の
さ
み
し
い

田
ん
ぼ
と
畑
だ
っ
た
な
ど
、
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
。

調
べ
る
う
ち
に
「
大
阪
は
文
化
不
毛
の
地
な
ど
と
言
わ

れ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
ん
な
に
豊
穣
な
誇
る
べ
き
歴
史

や
文
化
が
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
伝
承
力
が
あ
ま
り
に

弱
い
こ
と
だ
」
と
い
う
問
題
意
識
が
膨
ら
み
ま
し
た
。

初
め
は
御
堂
筋
や
中
之
島
な
ど
、
大
阪
人
に
と
っ
て

馴
染
み
が
あ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
物

語
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
場
所
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
作

品
を
つ
く
り
、
公
演
を
重
ね
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
大
阪
を
飛
び
出
し
て
神
戸
や
西
宮
、
尼
崎
で
も
各
々

の
街
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
発
表
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、

今
で
は
関
西
全
域
が
活
動
範
囲
に
な
っ
て
い
ま
す
。

田
中　

現
在
は
、
活
動
の
担
い
手
の
育
成
に
も
力
を
入

れ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

栗
本　

そ
う
で
す
ね
。
２
０
１
３
年
か
ら
担
い
手
育
成

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
始
め
、
地
域
の
小
さ
な
ホ
ー
ル

や
公
民
館
に
ま
で
裾
野
を
広
げ
る
た
め
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。
参
加
者
は
、
地
域
の
魅
力
を
見
直
し

伝
え
る
視
点
や
手
法
を
学
ん
だ
後
、
チ
ー
ム
を
組
ん
で

自
発
的
に
作
品
を
つ
く
り
、
発
表
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

年
配
の
方
が
多
く
、
今
は
コ
ロ
ナ
禍
で
活
動
は
ス
ト
ッ

プ
し
て
い
ま
す
が
、
状
況
を
見
て
再
開
で
き
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。
課
題
は
、
若
い
世
代
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
す
。
ぜ
ひ
若
い
学
生
の
方
々
に
も
自
分
た
ち
の
街
の

歴
史
を
知
り
、
自
分
な
り
の
視
点
で
物
語
を
紡
ぎ
、
伝

え
る
楽
し
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

作
家
養
成
と
地
域
貢
献 

　

2
本
柱
の
ド
ラ
マ
制
作

山
納　

２
０
１
１
年
に
始
ま
っ
た
「
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
」

も
、
地
域
の
文
化
や
歴
史
を
テ
ー
マ
に
作
品
化
し
、
ラ

ジ
オ
ド
ラ
マ
や
朗
読
劇
と
し
て
発
表
す
る
取
り
組
み
で

す
。
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
は
、
故
・
大
竹
野
正
典
さ
ん
が
書

か
れ
た
第
16
回
Ｏ
Ｍ
Ｓ
戯
曲
賞
大
賞
受
賞
作
品
『
山
の

声
』
が
き
っ
か
け
で
、
誕
生
し
ま
し
た
。
大
竹
野
さ
ん

は
、
受
賞
の
前
に
事
故
で
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
が
、

私
は
、
こ
の
作
品
を
何
と
か
世
に
広
め
た
い
と
い
う
想

い
で
奔
走
し
、
そ
の
結
果
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
で
の
ド
ラ

マ
化
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。

『
山
の
声
』
は
加
藤
文
太
郎
と
い
う
、
実
在
し
た
登
山

家
を
題
材
に
し
た
芝
居
で
す
。
こ
の
作
品
の
ラ
ジ
オ
ド

ラ
マ
化
に
あ
た
り
、「
Ｏ
Ｍ
Ｓ
戯
曲
賞
を
受
賞
し
た
作

家
に
、
実
在
し
た
人
物
の
ド
ラ
マ
制
作
を
依
頼
す
る
」

と
い
う
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
の
構
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

加
藤
文
太
郎
は
、
出
身
の
兵
庫
県
美
方
郡
で
は
よ
く

知
ら
れ
た
登
山
家
で
、『
山
の
声
』
は
同
郡
新
温
泉
町

で
も
上
演
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
は
町
中
の
人
が

見
に
来
ら
れ
、
翌
日
に
町
の
あ
ち
こ
ち
で
声
を
か
け
て

い
た
だ
く
、
と
い
う
経
験
を
し
ま
し
た
。
上
演
を
重
ね

る
間
に
、
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
に
は
、
作
家
を
鍛
え
る
と
と

も
に
、
作
家
の
新
た
な
フ
ァ
ン
を
つ
く
る
サ
イ
ク
ル
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

栗
本　

語
り
べ
シ
ア
タ
ー
は
地
域
の
魅
力
を
再
発
見
し

て
伝
え
て
い
く
と
い
う
の
が
テ
ー
マ
で
す
が
、
イ
ス
ト

ワ
ー
ル
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

山
納　

そ
の
地
域
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
人
物
を
作
品

化
し
、
魅
力
を
再
発
見
し
て
も
ら
う
の
が
狙
い
で
す
。

さ
ら
に
「
こ
の
土
地
で
再
演
し
続
け
て
い
き
た
い
」
と

地
域
の
方
々
に
思
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
そ
こ
に
わ
が
社

と
街
と
の
関
わ
り
が
生
ま
れ
ま
す
。

企
業
メ
セ
ナ
協
議
会
は
２
０
０
１
年
に
「
パ
ト
ロ
ン

か
ら
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
」
と
題
し
た
提
言
を
出
し
、
企
業

と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
手
を
携
え
社
会
問
題
を
解
決
し
て

い
く
方
向
に
舵
を
切
り
ま
し
た
。
ま
た
、
２
０
０
０
年

に
当
時
の
厚
生
省
が
提
唱
し
は
じ
め
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（
社
会
的
包
摂
）
も
ア
ー
ト
の
あ
り

方
に
影
響
を
与
え
、
地
域
の
た
め
、
お
年
寄
り
や
障
が

い
者
の
た
め
、
ア
ー
ト
に
何
が
で
き
る
か
を
意
識
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
に
お
い
て
も
、

こ
う
し
た
ア
ー
ト
と
企
業
と
地
域
の
関
わ
り
の
変
化
を

意
識
し
て
い
ま
す
。
作
家
が
自
由
に
書
き
下
ろ
し
、
上

演
し
た
作
品
を
選
ぶ
戯
曲
賞
は
「
パ
ト
ロ
ン
的
」
で
す

が
、
地
域
が
望
む
作
品
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
大
阪
ガ
ス

が
地
域
の
方
々
と
つ
く
り
上
げ
て
い
く
イ
ス
ト
ワ
ー
ル

で
は
、
自
分
た
ち
は
地
域
に
対
し
て
何
が
で
き
る
か
と

い
う
視
点
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

栗
本　

１
９
９
５
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
も
、
ア
ー

ト
と
社
会
の
関
わ
り
方
が
変
わ
る
大
き
な
節
目
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
０
０
年
以
前
か
ら
、
傷

を
負
っ
た
地
域
を
ア
ー
ト
の
力
で
元
気
づ
け
て
い
く
と

い
う
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
は
、
少
し
ず
つ
芽
生
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

田
中　

高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
バ
ブ
ル
が
弾
け
、
大

震
災
が
あ
り
「
成
長
一
辺
倒
で
は
な
い
」
と
国
全
体
の

目
が
覚
め
た
こ
と
で
、
芸
術
も
、
芸
術
に
関
わ
る
企
業

も
、
そ
の
役
割
を
変
え
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

語
り
べ
シ
ア
タ
ー
と
イ
ス
ト
ワ
ー
ル

二
つ
の
活
動
の
相
違
点

栗
本　

二
つ
の
活
動
の
共
通
点
は
、
芸
術
が
地
域
を
元

気
に
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

両
者
と
も
、
自
治
体
と
の
連
携
で
作
品
づ
く
り
を
す
る

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

山
納　

ど
ち
ら
も
「
社
会
の
た
め
の
芸
術
」
を
探
る
方

向
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
、
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「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」、
す
な
わ
ち
、
芸
術
そ
れ
自
体

の
価
値
を
追
求
す
る
人
た
ち
の
実
験
の
う
え
に
成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

栗
本　

イ
ス
ト
ワ
ー
ル
と
の
違
い
と
し
て
、
語
り
べ
シ

ア
タ
ー
で
は
、
音
楽
家
や
役
者
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

等
が
磨
き
あ
げ
た
芸
術
的
表
現
力
に
よ
り
、
よ
り
物
語

が
伝
わ
り
、
社
会
に
還
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
納　

も
う
ひ
と
つ
の
違
い
は
、
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
が
、

そ
も
そ
も
作
家
を
育
て
る
構
想
だ
と
い
う
こ
と
。
栗
本

さ
ん
は
演
者
で
あ
り
作
家
で
も
あ
り
ま
す
が
、
僕
は
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
に
徹
し
、「
オ
フ
ァ
ー
さ
れ
て
作
品
を
つ

く
っ
た
ら
、
自
分
の
腕
が
鍛
え
ら
れ
、
フ
ァ
ン
が
増
え

る
」
こ
と
を
作
家
本
人
が
知
る
手
助
け
を
し
ま
す
。

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
一
面
だ
け
で
な
く
、
芸
術
で

食
べ
て
い
く
ク
リ
エ
イ
タ
ー
と
し
て
の
力
を
伸
ば
す
。

一
方
で
地
域
の
作
品
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
と
も
に
つ
く

る
こ
と
に
可
能
性
を
見
出
す
人
た
ち
を
増
や
し
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
仕
事
自
体
を
増
や
す
。
そ
う
し
た
ビ
ジ
ョ

ン
を
示
す
の
が
目
的
だ
っ
た
の
で
、
自
ら
イ
ス
ト
ワ
ー

ル
を
企
画
運
営
す
る
の
は
、
10
作
品
で
ひ
と
つ
の
区
切

り
と
し
ま
し
た
。

進
取
の
気
性
を
継
承
し 

　

あ
ら
ゆ
る
豊
か
さ
を
地
域
と
市
民
へ

田
中　

今
は
コ
ロ
ナ
禍
で
文
化
・
芸
術
活
動
の
支
援
や

発
信
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
新
た
な
取
り
組
み

に
つ
い
て
今
後
の
課
題
を
含
め
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
納　

2
0
2
1
年
度
か
ら
Ｏ
Ｍ
Ｓ
戯
曲
賞
の
受
賞

作
家
と
地
域
を
リ
サ
ー
チ
し
て
作
品
を
書
き
お
ろ
し
、

市
民
と
演
劇
を
つ
く
る
取
り
組
み
を
兵
庫
県
豊
岡
市
で

始
め
ま
す
。
ま
た
今
は
コ
ロ
ナ
禍
で
舞
台
上
演
が
困
難

な
状
態
で
す
が
、
そ
こ
で
諦
め
る
の
で
は
な
く
「
街
歩

き
演
劇
」
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
観
光
者
が
ガ

イ
ド
と
街
を
歩
く
よ
う
に
、
役
者
が
街
歩
き
を
ガ
イ
ド

し
、
何
ら
か
の
劇
体
験
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
も
の
で
す
。

栗
本　

語
り
べ
シ
ア
タ
ー
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
に

挑
戦
し
ま
し
た
。
そ
の
実
験
的
な
取
り
組
み
に
よ
り
、

私
が
淡
々
と
画
面
上
で
語
る
だ
け
で
な
く
、
音
楽
家
た

ち
と
一
緒
に
、
持
っ
て
い
る
技
術
や
材
料
を
最
大
限
に

活
か
す
情
熱
が
あ
っ
て
こ
そ
、
街
の
物
語
や
本
質
が

し
っ
か
り
と
視
聴
者
に
伝
わ
る
と
確
信
し
ま
し
た
。
芸

術
は
高
み
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
か
を
伝
え
る
表

現
方
法
で
あ
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

田
中　

こ
う
し
て
二
人
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
大
阪

ガ
ス
は
昔
か
ら
進
取
の
気
性
を
持
ち
、
思
い
つ
い
た
ら

実
行
し
て
み
る
「
や
っ
て
み
な
は
れ
」
の
精
神
に
よ
り
、

文
化
・
芸
術
に
関
わ
る
事
業
も
花
開
い
た
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
草
の
根
活
動
に
手
を
貸
し
、
と
も
に
楽
し
み
成

長
し
な
が
ら
社
会
に
「
豊
か
さ
」
と
い
う
変
化
を
起
こ

し
て
い
く
。
我
々
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
社
会
に
貢
献
す
る

と
い
う
こ
と
を
本
業
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
未
来
は
創
れ
ま
せ
ん
。
我
々
の
活
動
の
最
終
的
な
目

的
は
、
市
民
に
豊
か
な
生
活
を
提
供
す
る
こ
と
。
そ
の

ひ
と
つ
の
要
素
が
文
化
・
芸
術
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

培
っ
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
・
発

展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
と
市
民
が
よ
り
豊
か
に

な
る
こ
と
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
本
望
で
す
ね
。

語りべシアター ONLINE「天神祭」。
コロナ禍で会場での公演が難しくなったが、

「天神祭」が疫病退散を祈る夏祭りであることから
コロナ対策の意味を込めてオンライン配信を実施。
YouTube「語りべシアターチャンネル」

田
中
雅
人
（
た
な
か
・
ま
さ
と
）

大
阪
ガ
ス
㈱
近
畿
圏
部
長 

兼 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
。

１
９
９
２
年
、
大
阪
ガ
ス
入
社
後
、
業
務
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
門
で
空
調
や
コ
ー

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
営
業
に
従
事
。
１
９
９
９
年
に
近
畿
圏
部
に
異
動
し
、
グ

ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
開
発
な
ど
に
ま
ち
づ
く
り
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
視
点
で
関
与
。

２
０
１
０
年
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
部
に
異
動
し
、
東
京
担
当
や
、
総
合
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
事
業
（
E
S
P
）に
従
事
す
る
。
２
０
１
９
年
よ
り
現
職
。

栗
本
智
代
（
く
り
も
と
・
と
も
よ
）

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究
員
。
１
９
８
８
年
、
大
阪
ガ
ス
に

入
社
。
商
品
開
発
部
を
経
て
、
１
９
９
１
年
よ
り
現
職
。
ま
ち
の
個
性
や
本
質
を

歴
史
・
文
化
的
側
面
か
ら
探
究
し
、〝
ス
ト
ー
リ
ー
”
に
よ
る
都
市
魅
力
の
発
掘
・

創
造
に
取
り
組
む
。「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
公
演
活
動
を
展
開
す
る
一
方
で
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
中
心
と
し
た
執
筆
も
行
う
。

山
納
洋
（
や
ま
の
う
・
ひ
ろ
し
）

大
阪
ガ
ス
㈱
近
畿
圏
部 

都
市
魅
力
研
究
室
室
長
。
1
9
9
3
年
、
大
阪
ガ
ス
に
入

社
。
神
戸
ア
ー
ト
ビ
レ
ッ
ジ
セ
ン
タ
ー
、
扇
町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
、
メ
ビ
ッ

ク
扇
町
、
㈶
大
阪
21
世
紀
協
会
で
の
企
画
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
業
務
を
歴
任
。

2
0
1
0
年
よ
り
近
畿
圏
部
に
お
い
て
都
市
開
発
、
地
域
活
性
化
、
社
会
貢
献
事

業
に
関
わ
る
。
ト
ー
ク
サ
ロ
ン
企
画
「Talkin’About

」、ま
ち
観
察
企
画
「W

alkin’ 
About

」も
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
る
。

1985 年、大阪ガス北支社をリノベーションしてつくられた
複合文化施設。かつてガス器具の倉庫だった場所を 200 人
収容の劇場に、事務所スペースを映画館や雑貨店に、ショー
ルームをカフェレストランへと改装した。劇団事務所や稽古
場、「ぴあ」関西支社も施設内にあり、さまざまなジャンルが
クロスオーバーする賑やかな空間は、やがて関西演劇の中心
地として語られるようになっていく。ブレイク前夜の「劇団☆
新感線」や、八嶋智人が所属する「カムカムミニキーナ」の
作品が上演されるなど、今や押しも押されもせぬ存在となっ
たアーティストたちの若き時代を支えた。

1994 年、10 周年記念事業として「OMS 戯曲賞」を創設。
大賞作品は OMS プロデュースのもとで再演も行われた。戯
曲賞活動は「メセナアワード」で関西の演劇支援を評価され、

「演劇ともしび賞」を獲得している。2003 年の閉館後も戯
曲賞は継続し、関西の次代を担う新しい劇作家の登竜門とし
て現在も注目を集めている。

大阪の真ん中からあらゆる文化を発信した
日本における複合文化施設のパイオニア

劇団☆新感線
南河内万歳一座
リリパット・アーミー
劇団３〇〇
維新派
ブリキの自発団
劇団青い鳥
燐光群
劇団黒テント
劇団 M.O.P.

劇団 21 世紀 FOX
劇団扉座
劇団大阪太陽族
桃園会
劇団ジャブジャブサーキット
ヨーロッパ企画
WAHAHA 本舗
カムカムミニキーナ
HIGHLEG JESUS
阿佐ヶ谷スパイダース

OMSで活躍した主な劇団

扇町ミュージアムスクエア（OMS）とは

イストワール 語りべシアター

関西に実在した人物
や実際に起こった事件
などを題材に、OMS
戯曲賞受賞作家がドラ
マを書き下ろすプロ

ジェクト。地域資源を掘り起こしたシナリオを開発し、地
域活性化コンテンツを発信することと、作家育成を目的と
して、2011 年から 19 年まで、10作品を企 画・制 作。
MBS ラジオでの放送（第７話まで）のほか、朗読劇として
各地で公演を行ってきた。

関西の豊饒な歴史
や文化、まちのエピ
ソードや将来の可能
性などを、クリエイター
と協働し、語りと音楽、

映像を交えた独自の手法で伝える公演活動。1994 年の誕
生当初は大阪を活動範囲とし「なにわの語りべ」と名乗っ
ていたが、関西全域へ活動を広げ、2016 年に「語りべシア
ター」へ名称変更した。語り手・作り手の養成も進めている。

第1話 「山の声」　原作：大竹野正典　
 脚本・演出：加藤芳樹
第2 話 「LOOP」　脚本・演出：横山拓也
第3 話 「ちひさきもののうた」　
 脚本・演出：小栗一紅
第4 話 「秋茄子のススメ」　脚本・演出：岡部尚子（空晴）
第5 話 「芽吹きの雨」　脚本･演出：高橋恵(虚空旅団)
第6 話 「蘆州のひと」　脚本･演出：高橋恵(虚空旅団)
第7 話 「みつめればそこに」　脚本･演出：小栗一紅
第8 話 「Port ――見えない町の話をしよう――」
 脚本・演出：久野那美（匣の階）
第9 話 「雪間の草」　脚本・演出：高橋恵（虚空旅団）　
第10 話 「港でカモメがやすんでる日はね、千帆ちゃん」　
 脚本・演出：蟷螂襲（ＰＭ／飛ぶ教室）

	作品一覧
「曽根崎心中考」
「大阪モダニズム物語」
「御堂筋ものがたり」
「わがまち中之島ものがたり」
「夫婦善哉考 ―――織田作之助の世界」
「嗚呼、道頓堀・心斎橋――街は劇場、ミュージアム」
「淀川ものがたり ――治水翁　大橋房太郎」
「梅田は西からやってきた――ターミナル開発ものがたり」
「上方芸能の舞台としての大阪 ――上町台地時空散歩」
「通天閣ものがたり」
「谷崎潤一郎 ―――愛と創作のジャンクション」
「神戸、居留地ものがたり ――多文化共生の街」
「甲子園ものがたり」
「わがまち尼崎ものがたり――アマにしかない歴史と技術と都市文化」

	主な上演作品

写真／井上信治

［
取
材
日
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2
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0
年
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］
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『アニメの魂	
──協働する創造の現場』
日本のアニメはなぜ世界で注目を浴びるのか。ア
メリカの文化人類学者である著者は、制作現場
から海外ファンの活動まで、広範なフィールドワー
クを通して、互いが作品の創造に影響を与え合う

「つながりのエネルギー」を見出す。海外ファン
が作品に独自に字幕をつける「ファンサブ」につ
いても、批判と肯定を交えた考察を行う。

イアン・コンドリー＝著　島内哲朗＝訳
NTT出版／2014年

『新型コロナはアートをどう変えるか』
洋の東西を問わず疫病を克服する過程で、新た
な芸術作品が生まれてきた事実がある。その歴
史的経緯を振り返りながら、ポスト・コロナ時代
のアート市場を、データや事例を交えて大胆に予
測。さらに、急激な変化に対応しながら、前向
きな表現を発信する現代アーティストの作品を
紹介するなど、これからのアートシーン、ひいて

は社会の方向性を概観できる一冊。

宮津大輔＝著
光文社新書／ 2020年

『人の心を動かすことができなければ、芸術ではない。
──連続講座「芸術は何処へ？」』
人間にとって「芸術」がもつ意味とは？ 「芸術」
はこれからどこへ向かうのか？――2017年から連
続9回行われた公開講座の記録。専門の研究者
と多数のアーティストが参加した白熱のパネル
ディスカッションは、ポスト・コロナの芸術を考
えるうえで必読の内容。経済学者や動物行動学
者など、専門外からの視点も示唆に富む。

高階秀爾＝編著　京都府立文化芸術会館＝企画
ミネルヴァ書房／2020年

『芸術文化の投資効果
──メセナと創造経済』
企業メセナの現場で長年にわたり活躍してきた著
者が100社を超える事例を挙げながら、その投
資効果を説く。冒頭で紹介される経済学者、ジェ
イソン・ポッツの「文化芸術への投資は、研究開
発への投資とまったく同じ」という言葉も、詳細な
実例を見るうちに説得力を増す。歴史的な変遷も
理解でき、企業メセナの入門書として役立つ。

加藤種男＝著
水曜社／2018年

『伝統芸能の革命児たち』
十三代目市川團十郎白猿の襲名を控えた市川海
老蔵、講談界に旋風を巻き起こしている神田伯
山らに代表される若い力の輝きを、伝統芸能の
最前線を見続けてきた著者がつぶさに描いた評
論集。能・狂言・文楽・落語・浪曲・新派と、
幅広い舞台芸術を扱うなか、今号で紹介する

『ART歌舞伎』『図夢歌舞伎』など、最新の動
向にも目配りされた取材と筆力が光る一冊。

九龍ジョー＝著
文藝春秋／2020年

『松竹と東宝
──興行をビジネスにした男たち』
日本映画・演劇界の両雄「松竹」と「東宝」の
攻防を軸に、同時代に生きた役者や興行主の人
間模様を描く近代興行史。歌舞伎界を制した松
竹兄弟と宝塚歌劇の生みの親である小林一三は、
しのぎを削りながらも、魑魅魍魎が跋扈する興
行界に新風を吹き込んだ。手に汗握るせめぎ合
いは冒険活劇さながらの様相を呈する。

中川右介＝著
光文社新書／2018年

『小林一三は宝塚少女歌劇に
どのような夢を託したのか』

「箕面動物園」「こども博覧会」「お伽芝居」「宝
塚歌劇」……。鉄道事業を核とした都市計画を
実現していくなかで天才経営者が次 と々世に送り
出したのは、大人から幼子までを夢中にさせる
娯楽の数々だった。当時の世相を辿りながら、
阪急阪神東宝グループの創始者・小林一三が抱
く「家族団欒」の希求と演劇愛に肉薄する。

伊井春樹＝著
ミネルヴァ書房／ 2017年

『文化国家と「文化的生存配慮」
──ドイツにおける文化政策の理論的基盤とミュージアムの役割』
藤野氏（26頁）が取り上げるドイツの「文化的生
存配慮」の理論を、詳細に分析する。ドイツの
事例が中心だが、ハコモノ行政などにみられる

「文化政策をめぐる日本の課題や関心」を踏まえ
た視点が加えられているため、民主社会を支え
る文化の存在意義や、公共文化施設の必要性に
ついて、わが事として改めて熟慮できる。

秋野有紀＝著　
美学出版／2019年

15 26 379 4810

『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために
──その思想、実践、技術』
精神的、身体的、社会的に「よい状態であること」
を意味する「ウェルビーイング」の概念に注目す
る本書。その目的は、従来の金銭的、経済的、
権力的に達成される「私の幸福」を「私たちの
幸福」に変えていくこと。そこでは「つながり」
こそが大きな役割を果たすという本書の主張は、
内田氏の論考（20頁）とも強く結びつくはずだ。

渡邊淳司、ドミニク・チェンほか＝監修・編著
ビー・エヌ・エヌ新社／2020年

『美術館と大学と市民がつくる
ソーシャルデザインプロジェクト』
東京都美術館と東京藝術大学が手を組む「とび
らプロジェクト」。学芸員や大学関係者、一般か
ら募った「とびラー」たちが、美術館を拠点とし
た文化資源を活かしながら、人、作品、場をつ
ないでいくさまざまな活動を行う。既成概念にと
らわれる必要のない美術を介してこそ生まれる

「コミュニティの質」のあり方が学べる。

稲庭彩和子・伊藤達矢＝著	とびらプロジェクト＝編
青幻舎／2018年
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コロナ禍のなか、文化芸術の価値や果たす役割が問い直されています。
今号で紹介した事例の理解を深める10冊を選びました。

未来を見据え、
新しい文化芸術のかたちを
考えるための10冊
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誌面に掲載できなかった調査内容も、ＣＥＬホームページで紹介予定 (https://www.og-cel.jp/)

█「コロナによって私の人間関係は○○になった」回答の傾向（複数回答アリ）

 実施 : 2020年11月
 調査法 :オンラインアンケート

 調査対象 :女の欲望ラボ会員200人中146人 
    （20 代～ 70 代女性） 

「コロナ禍における食と人間関係」アンケート

81名

31名

23名

13名
5名

 ネガティブ感情系　
家族にがんじがらめになった、 
少しさみしくなった

 ポジティブ感情系　
ラクになった、 気軽になった、
大切な人がよくわかる

 希薄系　
希薄になった、 少し疎遠になった、
家族以外はバーチャル中心

 深化拡大系
必要最低限の人と濃く、 深まっている、
遠方の友人と濃密に、広がった

 変わらない

私
た
ち
の
日
常
に
コ
ロ
ナ
が
侵

入
し
て
き
て
か
ら
、
早
1
年
。
街

を
歩
け
ば
マ
ス
ク
屋
さ
ん
に
当
た

り
、
店
に
入
れ
ば
検
温
・
消
毒
・

換
気
・
シ
ー
ル
ド
越
し
の
会
話

等
々
。
コ
ロ
ナ
の
文
字
を
見
な
い

日
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
オ
シ
ャ
レ

欲
」
に
続
き
、
2
回
目
は
「
食
」

に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
。
今
回
、
本
音
を
聞
い
た
の

は
20
代
～
70
代
の
女
子
1
4
6

人
。
な
に
か
と
ス
ト
レ
ス
も
多
い

毎
日
で
す
が
、
こ
の
生
活
に
も
少

し
慣
れ
て
き
た
の
か
、
暗
黙
の

ル
ー
ル
が
で
き
た
り
、
工
夫
や
い

い
こ
と
も
生
ま
れ
た
り
し
て
い
る

よ
う
で
す
。
そ
れ
で
は
じ
っ
く
り

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

コ
ロ
ナ
は
多
く
の
生
活
者
の

「
食
生
活
」
と
「
人
間
関
係
」
に

ま
で
入
り
込
み
、
猛
威
を
振
る
っ

て
い
ま
す
。
以
前
と
比
べ
て
「
食

生
活
に
変
化
が
あ
っ
た
」
と
い
う

人
は
約
75
％
。「
人
と
の
付
き
合

い
方
に
変
化
が
あ
っ
た
」
と
い
う

人
は
約
89
％
。
中
で
も
変
化
が
大

き
か
っ
た
の
は
、
子
育
て
が
落
ち

着
き
外
食
も
会
食
も
多
い
50
代
で

し
た
。
ど
ち
ら
も
90
％
を
超
え
、

人
間
関
係
に
至
っ
て
は
95
％
も
の

人
に
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。

「
人
と
会
っ
て
の
食
事
の
意
味
」

を
聞
く
と
、
1
位
：
絆
や
関
係
を

深
め
る
道
具
、
2
位
：
活
力
の

素
・
元
気
に
な
れ
る
場
所
、
3

位
：
ス
ト
レ
ス
解
消
と
い
っ
た
順

位
で
し
た
の
で
、
コ
ロ
ナ
で
会
食

が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
、
皆
大

打
撃
で
し
ょ
う
。
ラ
ン
チ
で
発
散

し
て
い
た
主
婦
た
ち
は
、
3
度
の

食
事
作
り
に
う
ん
ざ
り
。
ス
ト
レ

ス
が
溜
ま
っ
た
人
も
多
い
は
ず
。

一
方
、
家
食
が
増
え
た
こ
と
で
い

い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
夫
が
料

理
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
子

ど
も
と
お
菓
子
を
作
っ
た
り
。

「
家
族
や
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の

絆
や
距
離
が
深
ま
っ
た
」
と
い
う

人
は
3
割
以
上
も
い
ま
し
た
。

「
食
に
関
す
る
行
動
が
生
活
の
中

で
気
分
転
換
の
ス
イ
ッ
チ
に
な
っ

て
い
る
」
と
答
え
た
人
は
8
割
も

い
て
、
食
の
サ
ー
ビ
ス
を
上
手
に

使
っ
た
り
、
Yo
u
Tu
b
e
で
料

理
を
習
っ
た
り
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
非
常
事
態
で
も
、
食
と
人
付

き
合
い
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て

い
る
人
が
多
い
の
は
発
見
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
生
ま
れ
た

食
生
活
の
作
法
や
新
ル
ー
ル
。

公
的
な
集
ま
り
は
ぐ
っ
と
減
り
、

人
間
関
係
に
濃
淡
の
つ
い
た
コ
ロ

ナ
禍
で
す
が
、
多
く
の
意
見
を
読

み
解
く
と
そ
こ
に
は
新
し
い
法
則

の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
て
い
ま

し
た
。「
親
し
い
仲
で
も
コ
ロ
ナ

に
対
す
る
考
え
方
に
は
温
度
差
が

あ
る
」
と
の
認
識
の
中
、
若
者
か

ら
シ
ニ
ア
ま
で
日
々
細
か
く
気
を

使
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。「
外
食
を

S
N
S
で
ア
ッ
プ
し
な
い
」「
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
よ
り
軽
く
イ
ン
ス
タ
」

「
ラ
ン
チ
し
た
こ
と
は
内
緒
」「
さ

り
げ
な
く
消
毒
」「
出
か
け
て
も

お
土
産
は
買
わ
な
い
」「
誘
う
と

き
は
慎
重
に
」
等
々
。
行
動
の
傾

向
と
し
て
も
「
職
場
よ
り
生
活
圏

へ
」「
外
よ
り
家
の
中
へ
」「
ホ
ー

ム
パ
ー
テ
ィ
は
3
家
族
ま
で
」。

「
夜
よ
り
昼
へ
」「
量
よ
り
質
へ
」

も
多
い
意
見
で
し
た
。

コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
私
の
人
間
関
係
は

○
○
に
な
っ
た
。

さ
て
、
○
○
に
ど
ん
な
言
葉
を

思
い
浮
か
べ
た
で
し
ょ
う
か
。
自

由
回
答
の
質
問
で
、「
携
帯
電
話

の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
」

と
い
っ
た
印
象
的
な
回
答
も
あ
り

ま
し
た
が
、
ダ
ン
ト
ツ
に
多
か
っ

た
の
が
「
希
薄
に
な
っ
た
」「
疎

遠
に
な
っ
た
」
な
ど
「
希
薄
系
」

の
言
葉
で
、
次
は
「
ラ
ク
に
な
っ

た
」「
大
切
な
人
が
よ
く
わ
か
っ

た
」
な
ど
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
感
情
系
」

の
言
葉
で
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
出
現

は
、
携
帯
や
S
N
S
で
増
え
続

け
て
い
た
人
間
関
係
を
一
旦
整
理

す
る
機
会
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
こ

れ
を
プ
ラ
ス
に
捉
え
る
人
々
が
多

か
っ
た
の
も
発
見
で
し
た
。
ま
た
、

「
行
き
つ
け
の
お
店
で
、
常
連
の

お
じ
様
と
仲
良
く
な
っ
た
」「
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
付
き
合
い
が
増
え
、

地
方
や
海
外
な
ど
に
交
友
関
係
が

広
が
っ
た
」
な
ど
を
見
る
と
、
行

動
制
限
が
あ
る
中
で
も
、
世
界
が

広
が
っ
て
い
く
人
も
い
る
よ
う
で
、

少
し
ほ
っ
と
し
ま
す
。
ち
な
み
に
、

「
公
的
な
集
ま
り
や
飲
み
会
が
な

く
な
っ
て
人
付
き
合
い
が
ラ
ク
に

な
っ
た
」
と
答
え
た
人
が
一
番
多

か
っ
た
の
は
30
代
。
仕
事
に
子
育

て
に
と
最
も
忙
し
く
、
疲
れ
て
い

る
世
代
で
し
ょ
う
か
。

オ
ン
ラ
イ
ン
と
リ
ア
ル
、こ
れ
か
ら

期
待
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
と
は
。

コ
ロ
ナ
の
収
束
が
見
え
な
い
中
、

今
後
、
ど
ん
な
食
の
サ
ー
ビ
ス
が

あ
っ
た
ら
い
い
か
と
聞
く
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
が
出
て
き
ま

し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
、「
世

界
で
開
催
さ
れ
る
料
理
教
室
」、

「
ド
キ
ド
キ
マ
ッ
チ
ン
グ
飲
み
会
」、

「
絶
対
会
え
な
い
芸
能
人
と
の
お

茶
会
」
な
ど
。
リ
ア
ル
で
は
、

「
近
所
の
売
れ
残
り
食
材
セ
ー
ル

お
知
ら
せ
シ
ス
テ
ム
」、「
移
動
レ

ス
ト
ラ
ン
」、「
コ
ロ
ナ
ゼ
ロ
食

大
き
く
変
わ
る

〝
食
生
活
と
人
間
関
係
〟 

堂
」、「
サ
ブ
ス
ク
で
食
材
セ
ッ
ト

移
動
販
売
」、「
シ
ェ
フ
の
お
気
軽

出
張
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
。
会
え
な

い
人
に
会
い
た
い
、
行
け
な
い
と

こ
ろ
へ
行
き
た
い
、
新
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
参
加
し
た
い
、
そ

し
て
ワ
ク
ワ
ク
、
絆
を
深
め
た
い
。

「
日
常
を
い
か
に
非
日
常
化
し
て

楽
し
め
る
か
、
そ
こ
に
リ
ア
ル
な

人
と
の
つ
な
が
り
も
実
感
し
た

い
」
と
い
っ
た
考
え
が
あ
る
よ
う

で
す
。

コ
ロ
ナ
は
、
私
た
ち
の
生
活
を

大
き
く
揺
さ
ぶ
り
ま
し
た
が
、
今

後
、
食
を
介
し
て
人
間
関
係
も
豊

か
に
構
築
で
き
る
、
そ
ん
な
欲
求

を
実
現
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
望
ま
れ

そ
う
な
予
感
で
す
。

や
ま
も
と
・
た
か
よ

女
の
欲
望
ラ
ボ
代
表
・
女
性
生
活
ア
ナ
リ
ス
ト
。

専
門
は
、
女
性
の
意
識
行
動
研
究
。
独
自
の
「
メ

ー
ル
文
通
法
」
に
よ
り
、
20
代
～
70
代
女
子
、

シ
ニ
ア
男
子
の
本
音
を
探
り
続
け
る
。

ア
ジ
ア
14
カ
国
16
都
市
の
亜
女
子
ラ
ボ
も
活
動

中
、
S
N
S
を
駆
使
し
随
時
情
報
収
集
。

https://w
w

w
.onnanoyokuboulab.com

中
国
の
今
を
上
海
・
深し
ん
せ
ん

・
成
都

の
亜
女
子
8
人
に
直
撃
。
席
数
制
限

等
が
あ
っ
た
の
は
昨
年
4
月
ま
で
。

今
は
日
常
に
戻
り
、
円
卓
を
囲
ん
で

賑
や
か
な
食
事
、
人
気
店
に
は
行
列

も
で
き
て
い
る
そ
う
で
す
。「
健
康

カ
ー
ド
で
国
民
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
て
い
る
の
で
安
全
と
い
う
意
識
の

中
、
行
動
し
て
い
ま
す
。
完
全
に
ア

フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
感
覚
で
す
」
と
は

皆
同
じ
意
見
。
日
本
で
の
研
修
を
終

え
、
現
在
旅
行
会
社
で
働
く
夢
さ
ん

は
言
い
ま
す
。「
日
本
で
は
誰
が
感
染

者
か
わ
か
ら
な
い
の
が
ス
ト
レ
ス
で

し
た
。
発
想
が
日
本
と
逆
。
だ
い
ぶ

元
の
感
覚
に
戻
り
ま
し
た
」。
感
染
者

が
出
る
と
大
騒
ぎ
の
よ
う
で
す
が
、

「
マ
ス
ク
は
し
て
、
麻
雀
、
火
鍋
、
ネ

イ
ル
サ
ロ
ン
と
遊
び
歩
い
て
い
ま
す
」

と
成
都
女
子
も
話
し
て
い
ま
し
た
。

日
常
は
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
で
一
変
。
急
ぎ
足
で
や
っ
て
き
た
少
し
先
の
未
来
を
、

世
の
中
の
消
費
を
牽
引
す
る
女
性
の
視
点
か
ら
解
読
し
て
い
き
ま
す
。

現
場
も
ぶ
ら
り
巡
っ
て
、
新
た
な
気
づ
き
を
発
見
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

誌面に掲載できなかった調査内容も、ＣＥＬホームページで紹介予定 (https://www.og-cel.jp/)

コ
ロ
ナ
に
よ
り
食
生
活
は
「
密
」
を
避
け
た
が
、
人
付
き
合
い
は
親
密

か
希
薄
の
二
極
化
。
選
別
さ
れ
濃
淡
が
つ
い
た
。
今
後
は
変
化
を
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
捉
え
、
食
を
介
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
積
極
的
に

関
わ
る
者
が
、
新
し
い
つ
な
が
り
を
掴
み
世
界
を
拡
大
で
き
そ
う
だ
。

イラスト＝ちばえん  

女の欲望ラボ 発

第 回2
食と人間関係

コロナ禍の新ルール

あたらしい
あたりまえを
探しに

山本貴代
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し
て
受
け
容
れ
、
身
を
任
せ
、
時
に
そ
れ
を
楽
し
ん
で
し

ま
う
場
が
そ
こ
か
し
こ
に
あ
る
都
市
だ
と
も
い
え
る
。
お

好
み
焼
き
や
鉄
板
が
培
っ
て
き
た
気
風
と
は
、
つ
ま
り
そ

う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
っ
て
最
先
端
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
都
市
？	

	

知
ら
ん
け
ど
―
―
お
好
み
焼
き
の
未
来

お
好
み
焼
き
屋
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
ス
テ
ン
レ
ス
の
入
れ

物
が
あ
り
、
そ
こ
に
甘
い
ソ
ー
ス
と
辛
い
ソ
ー
ス
が
入
っ

て
い
る
。
選
ん
で
も
よ
し
、
混
ぜ
て
も
よ
し
。
祖
母
は
私

が
落
ち
込
む
と
よ
く
「
甘
け
れ
ば
甘
旨
い
、
辛
け
れ
ば
辛

旨
い
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
た
。
ど
っ
ち
に
し
て
も
「
旨

い
」
と
は
、「
ま
ぁ
、
大
丈
夫
や
」
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

お
好
み
焼
き
は
、
あ
り
合
わ
せ
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い

う
意
味
の
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
と

似
て
い
る
。
予
定
調
和
の
展
開
が
期
待
で
き
な
い
不
確
実

性
に
満
ち
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
生
き
る
う
え
で
は
、
あ
る

も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
そ
れ
っ
て
お
好
み
焼
き
み
た
い
な

こ
と
や
な
。
大
阪
っ
て
最
先
端
都
市
や
っ
た
ん
や
。
知
ら

ん
け
ど
」
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
腑
に
落
ち
た
。

最
後
に
少
し
冷
静
に
、
お
好
み
焼
き
の
未
来
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
総
務
省 

統
計
局
統
計
調
査
部
経
済
統
計

課
の
平
成
28
年
「
経
済
セ
ン
サ
ス
」［
＊
］	

に
よ
れ
ば
、
都
道

府
県
別
の
飲
食
店
、
持
ち
帰
り
・
配
達
飲
食
サ
ー
ビ
ス
の

店
舗
数
は
東
京
都
に
次
い
で
大
阪
府
が
第
２
位
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
帝
都
東
京
と
民
都
大
阪
、
こ
の
二
大
巨
頭
に
ひ

し
め
く
飲
食
店
に
は
違
い
が
あ
る
。
飲
食
店
経
営
は
個
人

経
営
の
割
合
が
高
い
の
だ
が
、
大
き
な
都
市
部
を
抱
え
る

都
道
府
県
は
法
人
経
営
の
割
合
が
高
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

し
て
、
こ
の
鉄
板
が
あ
る
風
景
が
培
っ
て
き
た
気
風
と
い

う
も
の
が
き
っ
と
あ
る
の
だ
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

雑
踏
と
道
草
の
相
席
文
化              	

	

―
―
だ
れ
と
何
処
で
何
を
食
べ
る
の
か

日
本
随
一
の
「
食
い
倒
れ
の
都
」
と
目
さ
れ
る
大
阪
に
は
、

飲
食
店
が
ひ
し
め
き
合
う
難
波
、
道
頓
堀
の
繁
華
街
「
ミ

ナ
ミ
」、
梅
田
、
北
新
地
を
中
心
と
し
た
繁
華
街
「
キ
タ
」

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
人
気
の
お
好
み
焼
き
屋
が

し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
鉄
道
沿
線
の
商

店
街
や
住
宅
地
の
片
隅
に
も
、
見
過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う

な
小
さ
な
気
取
ら
な
い
店
が
佇た

た
ず

み
、
普
段
着
の
胃
袋
を
満

た
し
続
け
て
き
た
。
今
で
は
観
光
客
の
お
目
当
て
に
な
っ

て
い
る
お
好
み
焼
き
だ
が
、
そ
れ
は
比
較
的
新
し
い
話
で
、

か
つ
て
は
大
阪
に
暮
ら
す
人
び
と
の
ご
く
日
常
の
安
価
な

軽
食
だ
っ
た
。
大
抵
は
お
ば
ち
ゃ
ん
が
一
人
で
切
り
盛
り

す
る
よ
う
な
駄
菓
子
屋
の
奥
に
、
鉄
板
を
は
め
た
小
さ
な

テ
ー
ブ
ル
が
2
つ
く
ら
い
置
い
て
あ
り
、
高
校
生
た
ち
が

学
校
帰
り
に
道
草
し
て
お
好
み
焼
き
を
囲
ん
で
は
、
お
し
ゃ

べ
り
に
花
を
咲
か
せ
て
い
く
。
お
好
み
焼
き
は
、
雑
踏
と

道
草
の
中
で
食
べ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

大
阪
の
人
は
さ
し
て
気
に
す
る
こ
と
も
な
い
が
、
店
に

入
っ
て
通
さ
れ
る
席
が
「
相
席
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

特
徴
か
も
し
れ
な
い
。
関
東
で
は
見
知
ら
ぬ
人
と
同
じ
テ
ー

ブ
ル
に
案
内
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
大
阪
で

は
う
ど
ん
、
串
カ
ツ
、
お
好
み
焼
き
な
ど
、
小
さ
な
店
舗

で
は
大
抵
「
相
席
」
が
前
提
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
た
ま

た
ま
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
店
に
足
を
運
ん
だ
見
知
ら
ぬ
人

と
同
じ
席
に
つ
く
こ
と
が
あ
る
大
阪
は
、
雑
踏
や
道
草
が

生
み
出
す
「
偶
然
性
」
や
「
即
興
性
」
を
当
然
の
こ
と
と

法
人
経
営
が
多
い
東
京
都
に
比
べ
て
大
阪
府
は
半
分
以
上

（
66
％
）
が
個
人
経
営
で
あ
る
。
で
は
、
飲
食
店
の
中
で
も

「
お
好
み
焼
き
・
焼
き
そ
ば
・
た
こ
焼
き
店
数
」
の
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
さ
す

が
大
阪
府
は
日
本
一
の
店
舗
数
を
誇
っ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
こ
の
セ
ン
サ
ス
に
含
ま
れ
て
い
な
い
小
さ
な
店
、
自
宅

か
ら
張
り
出
し
た
半
露
店
な
ど
も
含
め
れ
ば
、
も
っ
と
多

く
な
る
だ
ろ
う
。
か
つ
、
そ
れ
ら
の
店
は
圧
倒
的
に
個
人

経
営
で
、
平
均
従
業
員
数
は
2
人
と
算
出
さ
れ
た
。

コ
ロ
ナ
禍
中
の
外
出
自
粛
は
全
国
各
地
の
飲
食
店
に
多

大
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
と
り
わ
け
個
人
経
営
の
小
さ

な
店
舗
へ
の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
道
草
・

相
席
文
化
を
育
ん
で
き
た
、
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
都
市
の
先

達
と
も
い
え
る
「
お
好
み
焼
き
屋
」
の
存
続
の
危
機
が
、
今
、

私
た
ち
の
目
の
前
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
を
生
き
て
い
く
か
ら
こ
そ
、「
お
好
み
焼
き
」
を
食
べ
て

き
た
記
憶
と
場
を
失
い
た
く
な
い
と
思
う
。
そ
う
自
分
に

言
い
聞
か
せ
る
た
め
に
も
、
こ
こ
に
は
語
尾
に
大
阪
人
の

常
套
句
「
知
ら
ん
け
ど
」
を
つ
け
る
こ
と
は
す
ま
い
。
不

確
実
性
と
偶
然
性
を
受
け
容
れ
る
「
あ
り
合
わ
せ
の
包
容

力
」
を
、
今
こ
そ
真
剣
に
見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
か
ら
。

お
好
み
焼
き
が
意
味
す
る
も
の

お
好
み
焼
き
が
好
き
だ
。

自
分
で
焼
い
て
食
べ
る
の
も
好
き
だ
が
、
私
は
祖
母
や

母
が
焼
い
た
も
の
よ
り
美
味
し
い
お
好
み
焼
き
を
知
ら
な

い
。「
メ
リ
ケ
ン
粉
（
小
麦
粉
の
こ
と
）
は
キ
ャ
ベ
ツ
が
ひ
っ

つ
く
か
ど
う
か
っ
て
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
塩
梅
で
」
と
い
う

彼
女
た
ち
の
そ
れ
は
、
ひ
っ
く
り
返
す
時
に
全
神
経
を
集

中
さ
せ
な
い
と
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
代し

ろ

物も
の

だ
が
、

粉
が
少
な
い
た
め
何
枚
で
も
食
べ
ら
れ
る
。

外
で
食
べ
る
味
も
個
性
が
あ
っ
て
魅
力
的
だ
。
粉
と
卵

の
割
合
が
我
が
家
よ
り
多
め
、
山
芋
が
入
っ
て
フ
ワ
ッ
と

し
て
お
り
、
具
が
選
べ
て
チ
ー
ズ
や
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
の
ト
ッ

ピ
ン
グ
が
あ
る
と
豪
華
な
一
品
に
も
な
る
。
ひ
っ
く
り
返

し
て
か
ら
押
す
か
押
さ
な
い
か
、
ば
ら
肉
は
片
面
に
の
せ

る
か
両
面
か
、
人
に
よ
っ
て
こ
だ
わ
り
は
あ
れ
ど
、
要
す

る
に
「
お
好
み
」
に
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
大
ら
か
さ
、
雑

な
感
じ
が
好
き
な
の
だ
。

「
お
好
み
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
あ
る
モ
ン
つ
ぎ
は
ぎ
し

た
ら
え
え
や
ん
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
（
少
な
く
と
も
私
に
は
）、
そ
こ
も
気
に
入
っ
て
い
る
。
神

経
質
に
な
ら
ず
に
目
分
量
と
感
覚
を
頼
り
に
、
そ
こ
ら
へ

ん
に
あ
る
も
の
を
適
当
に
混
ぜ
て
焼
く
。
ち
ょ
っ
と
古
く

な
っ
た
キ
ャ
ベ
ツ
で
も
問
題
な
く
受
け
容い

れ
る
包
容
力
。

「
こ
れ
で
い
い
の
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
元
気
が

出
る
。
だ
か
ら
な
の
か
、
鉄
板
に
お
好
み
焼
き
を
ジ
ュ
ッ

と
の
せ
、
ひ
っ
く
り
返
し
、
食
べ
て
い
く
間
中
、
そ
の
熱

気
を
囲
ん
で
老
若
男
女
問
わ
ず
お
し
ゃ
べ
り
が
絶
え
な
い
。

お
好
み
焼
き
、
焼
き
そ
ば
、
た
こ
焼
き
、
肉
天
焼
き
、
ネ

ギ
焼
き
、
ち
ょ
ぼ
焼
き
な
ど
、
大
阪
の
人
ほ
ど
「
鉄
板
」

に
親
し
ん
で
き
た
人
た
ち
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

ゆ
ざ
わ
・
の
り
こ　

法
政
大
学
人
間
環
境
学
部
教
授
。
１
９
７
４
年
、
大

阪
府
八
尾
市
生
ま
れ
。
３
歳
で
東
京
、
千
葉
へ
転
居
し
た
が
、
祖
父
母
や

両
親
の
影
響
を
受
け
た
食
環
境
に
よ
り
「
大
阪
の
胃
袋
」
育
ち
を
自
負
。

『
７
袋
の
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
――
食
べ
る
を
語
る
、
胃
袋
の
戦
後
史
』（
晶
文

社
）
や
、『
ウ
ン
コ
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
――
人
糞
地
理

学
こ
と
は
じ
め
』（
ち
く
ま
新
書
）
な
ど
、
食
や
排
泄
と
い
っ
た
人
間
の
根

源
的
な
生
命
行
動
か
ら
都
市
文
化
を
論
じ
た
話
題
作
を
続
々
発
表
。

注＊
「
経
済
セ
ン
サ
ス
―
―
活
動
調
査
／
平
成
28
年
経
済
セ
ン
サ
ス
―
―
活
動
調
査
／

事
業
所
に
関
す
る
集
計
産
業
別
集
計 

サ
ー
ビ
ス
関
連
産
業
B
に
関
す
る
集
計
」

を
参
照
（
2
0
2
0
年
11
月
25
日
に
ア
ク
セ
ス
）

大
阪
の
胃
袋

◉
食
都
・
大
阪
が
育
ん
で
き
た
都
市
と
胃
袋
の
物
語
に
、コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
る
ヒ
ン
ト
を
探
す
。

湯
澤
規
子 Yuzawa  N

oriko

画
＝
三
宅
瑠
人

雑
踏
と
道
草
と
お
好
み
焼
き
――
あ
り
合
わ
せ
の
包
容
力

第

回
2
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写真1 ／大槌町の高台にある「風の電話」。写真2 ／旅館の裏山で整備が進められている車椅子でも避難できる路。

写真3 ／レジリ学園関西校Facebookのトップ画面。
写真4 ／レジリ学園関西校の視察会。
写真5 ／国土強靭化ワークショップの様子。

写真6 ／震災遺構・旧荒浜小学校のメッセージ。

奇
跡
と
悲
劇
の
交
錯
を
通
じ
て

岩
手
県
大
槌
町
の
高
台
に
白
い
電
話

ボ
ッ
ク
ス
が
ポ
ツ
ン
と
立
っ
て
い
る
。

手
入
れ
の
行
き
届
い
た
個
人
宅
の
庭
の

片
隅
に
あ
る
。
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に

は
電
話
線
の
切
れ
た
黒
電
話
が
ひ
と
つ
。

映
画
の
舞
台
に
も
な
っ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
「
風
の
電
話
」［
＊
］
だ
。
天
国

に
つ
な
が
る
世
界
で
唯
一
の
電
話
と
い

う
こ
と
で
各
地
か
ら
訪
れ
る
人
が
絶
え

な
い
（
写
真
1
）。

長
時
間
校
庭
で
児
童
が
待
機
し
た
小
学

校
。
園
児
を
親
御
さ
ん
の
も
と
に
届
け

る
た
め
に
山
を
下
り
た
幼
稚
園
バ
ス

…
…
。
い
ろ
い
ろ
な
教
訓
が
残
さ
れ
て

い
る
。
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が

「
も
う
少
し
知
識
が
あ
れ
ば
…
…
」
と

思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
も
う
少
し
上

ま
で
逃
げ
て
い
れ
ば
…
…
。
避
難
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
き
ち
ん
と
作
っ
て
い
れ
ば

…
…
。
奇
跡
と
悲
劇
が
多
面
的
に
交
錯

し
て
い
る
の
が
被
災
地
の
現
状
だ
。

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
し
て
の
人
材
育
成

「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
に
適

切
な
日
本
語
訳
は
見
当
た
ら
な
い
。

美
し
い
大
槌
湾
に
面
し
た
旅
館
の
女

将
さ
ん
は
「
私
に
は
強
靭
化
で
は
な
く

『
し
な
や
か
さ
』
が
ピ
ン
と
く
る
」
と

言
わ
れ
た
。
高
い
堤
防
で
囲
わ
れ
る
よ

り
豊
か
な
自
然
と
と
も
に
暮
ら
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
裏
山
に
車
椅
子
で
も
避
難

で
き
る
路
を
整
備
さ
れ
て
い
る
（
写
真
2
）。

内
閣
官
房
に
国
土
強
靭
化
推
進
室
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
強
靭
化
と
い
う
と

堤
防
や
道
路
な
ど
の
ハ
ー
ド
を
思
い
浮

か
べ
が
ち
で
あ
る
が
、
政
策
の
柱
の
ひ

と
つ
に
「
人
材
育
成
」
を
あ
げ
て
い
る
。

国
主
催
で
防
災
に
興
味
を
持
つ
人
材
の

て
関
西
校
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
。

普
段
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（Facebook

）
で
つ

な
が
り
を
持
ち
、
２
カ
月
に
１
回
程
度

は
会
合
で
顔
を
合
わ
せ
て
勉
強
会
を
開

催
し
て
い
る
。Facebook

に
は
約

３
５
０
名
、
会
合
に
は
各
回
40
～
50
名

が
参
加
し
て
い
る
。
２
０
１
９
年
か
ら

個
人
で
は
な
か
な
か
行
け
な
い
所
の
視

察
会
な
ど
も
始
め
て
い
る
（
写
真
3
〜
5
）。

３
・
11
か
ら
10
年
。
各
所
の
震
災
遺

構
が
教
訓
を
後
世
に
語
り
継
い
で
い
る
。

仙
台
市
の
震
災
遺
構
・
旧
荒
浜
小
学
校

に
「
津
波
は
ま
た
来
る
」
と
い
う
メ
ッ

す
そ
野
を
広
げ
て
い
く
「
国
土
強
靭
化

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
毎
年
各
所
で
開

催
し
て
い
る
。
ま
た
、
民
主
体
で
「
レ

ジ
リ
学
園
（
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
学
園
を
簡
略

化
）」
を
国
と
連
携
し
な
が
ら
運
営
し

て
い
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
合
わ
せ

て
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
が
形
成
さ
れ
て
実
績

を
あ
げ
て
い
る
。

レ
ジ
リ
学
園
関
西
校
は
２
０
１
８
年

の
１
月
に
立
ち
上
げ
た
。
本
拠
地
を
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所 

都
市
魅
力

研
究
室
に
お
き
、
現
在
も
世
話
人
と
し

セ
ー
ジ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
写
真
6
）。

こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
津
波
だ
け
で

は
な
く
「
大
地
震
は
ま
た
来
る
」「
大

雨
災
害
は
ま
た
起
き
る
」
と
広
く
理
解

し
た
い
。
当
然
の
こ
と
、
西
日
本
に
も

当
て
は
ま
る
。

東
日
本
大
震
災
以
降
、
被
災
地
に
た

び
た
び
足
を
運
ん
で
い
る
。
同
じ
大
槌

町
の
あ
る
地
区
で
震
災
当
時
、
自
治
会

長
を
さ
れ
て
い
た
長
老
か
ら
話
を
伺
う

機
会
が
あ
っ
た
。
住
民
の
１
割
以
上
が

亡
く
な
っ
た
地
区
で
あ
る
。「
ひ
と
つ

救
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
若
い

人
が
生
き
残
っ
た
こ
と
だ
」
と
自
身
を

励
ま
す
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
が
、

「
み
ん
な
逃
げ
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。

逃
げ
方
が
不
十
分
だ
っ
た
ん
だ
」
と
口

惜
し
く
話
さ
れ
た
こ
と
が
強
く
印
象
に

残
っ
て
い
る
。

大
震
災
の
教
訓
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
。
有
名
な
「
釜
石
の
奇
跡
」
と
言

わ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
行
動
は
賞
賛
し

て
受
け
継
い
で
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。

一
方
で
釜
石
市
鵜う

の

住す
ま

居い

地
区
の
「
釜
石

の
悲
劇
」
と
言
わ
れ
る
事
案
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
震
災
直
前
に
竣
工
し
た

「
地
区
防
災
セ
ン
タ
ー
」
で
の
出
来
事
。

海
に
近
く
津
波
避
難
施
設
で
は
な
か
っ

た
が
、
多
く
の
住
民
が
知
ら
ず
に
そ
こ

に
避
難
し
て
、
結
果
２
０
０
人
以
上
が

亡
く
な
っ
た
。
ま
た
、
地
元
の
老
舗
銀

行
の
女お

な

川が
わ

支
店
に
配
属
さ
れ
た
息
子
さ

ん
を
亡
く
さ
れ
た
ご
夫
妻
か
ら
大
変
貴

重
な
話
を
お
聞
き
し
た
。
企
業
の
危
機

管
理
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

注＊
も
と
は
、
所
有
者
が
震
災
の
前
年
に
死
去
し
た
従
兄

と
話
を
し
た
い
と
の
思
い
で
設
置
。
震
災
後
に
整
備
、

開
放
さ
れ
、「
風
の
電
話
は
心
で
話
し
ま
す 

静
か
に

目
を
閉
じ 

耳
を
澄
ま
し
て
く
だ
さ
い 

風
の
音
が
又

は
浪
の
音
が 

或
い
は
小
鳥
の
さ
え
ず
り
が
聞
こ
え

た
な
ら 

あ
な
た
の
想
い
を
伝
え
て
下
さ
い
」
と
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
ノ
ー
ト
１
冊
が
置
か
れ
て
い
る
。

東
北
地
方
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
東
日
本
大
震

災
発
生
か
ら
10
年
。
２
万
人
も
の
生
命
を
奪
い
、
町

を
破
壊
し
尽
く
し
た
大
災
害
か
ら
の
復
興
が
進
む
な

か
、
そ
の
記
憶
を
後
世
へ
の
智
慧
と
し
て
、
未
来
の

人
々
と
共
有
す
る
動
き
が
本
格
化
し
て
い
る
。
大
阪

ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所（
Ｃ
Ｅ
Ｌ
）が
関

わ
る「
レ
ジ
リ
学
園
」も
そ
の
ひ
と
つ
。
ハ
ー
ド
面

の
強
靭
化
の
み
に
頼
ら
な
い
、
自
然
災
害
へ
の
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
の
あ
り
方
と
は
？

小
島
一
哉

Kojim
a Kazuya

［
こ
じ
ま
・
か
ず
や
］

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

文
化
研
究
所
研
究
員
。
阪
神
・

淡
路
大
震
災
記
念 

人
と
防
災

未
来
セ
ン
タ
ー
特
別
研
究
調

査
員
。
大
阪
市
立
大
学
都
市

防
災
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
特

別
研
究
員
。
レ
ジ
リ
学
園
関

西
校
～
国
土
強
靱
化
推
進
室

連
携
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
世

話
人
。
地
区
防
災
計
画
学
会

幹
事
。

３
・
11
か
ら
10
年
――
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
考
え
る
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2020年10月、大阪市中央区にある山本能楽堂で行われた、
観世流能楽師・山本章弘師との対談の様子。写真提供／山本能楽堂

█日本的なもの（日本的デザイン）とは

世
阿
弥
に
学
ぶ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ロ
ナ
禍
の
乗
り
越
え
方

「
私
た
ち
が
考
え
る
万
博
」
も
６
回
目
と
な
り
ま
し

た
。
コ
ロ
ナ
禍
2
年
目
に
入
り
再
度
緊
急
事
態
宣
言

が
発
令
さ
れ
る
状
況
の
な
か
、
4
年
先
の
２
０
２
５

年
大
阪
・
関
西
万
博
は
こ
れ
ま
で
の
発
想
で
は
立
ち

い
か
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
前
回
の
繰
り
返
し
に
な

り
ま
す
が
コ
ロ
ナ
禍
は
大
断
層
、
明
治
維
新
、
戦
後

以
来
の
「
リ
セ
ッ
ト
」
で
す
。
大
阪
・
関
西
万
博
は

そ
う
し
た
「
リ
セ
ッ
ト
」
を
踏
ま
え
、
新
た
に
創
造

さ
れ
た
も
の
を
体
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
私
が
こ
れ
ま
で
「
ル
ネ
ッ
セ
」
で
提
唱
し
て
き
た
、

技
術
と
社
会
を
つ
な
ぐ
も
の
が
「
文
化
」
で
あ
る
と

い
う
論
点
の
重
要
性
は
、
さ
ら
に
増
し
て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

前
回
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
に
つ
い
て
少
し

ふ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
今
、
世
阿
弥
な
の
か
と
問
わ
れ

る
の
で
す
が
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
考
え
る
な
か
で
、

時
代
を
遡
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
ど
う
し
て
も
能
、

そ
し
て
そ
れ
を
確
立
し
た
世
阿
弥
へ
と
た
ど
り
着
く

の
で
す
。
た
と
え
ば
日
本
料
理
を
ひ
も
と
く
と
そ
の

根
源
に
茶
道
が
あ
る
。
そ
し
て
茶
道
を
深
掘
り
す
れ

ば
、
能
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
性
が
見
出
さ

れ
る
――
文
化
の
核
心
は
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。

千
利
休
に
よ
る
茶
道
の
大
成
に
遡
る
こ
と
約

１
５
０
年
、
世
阿
弥
の
能
は
当
時
の
時
代
背
景
が

あ
っ
て
生
ま
れ
た
芸
術
で
す
。
南
北
朝
の
動
乱
期
を

経
て
室
町
幕
府
が
政
権
の
安
定
に
至
る
う
ね
り
の
時

期
の
な
か
に
生
き
た
か
ら
こ
そ
、
世
阿
弥
の
「
夢
幻

能
」［
＊
］
は
生
ま
れ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
も
コ
ロ
ナ
禍
後
の
社
会
の
論
点
と
し
て

リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
の
融
合
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

い
つ
し
か
「
リ
ア
ル
か
バ
ー
チ
ャ
ル
か
」
の
二
項
対

立
で
し
か
物
事
が
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
現
代
社
会

に
あ
っ
て
、「
リ
ア
ル
も
バ
ー
チ
ャ
ル
も
」
と
い
う

「
時
間
」
と
「
場
」
の
変
革
こ
そ
が
本
質
に
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
空
間
と
時
間
の
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ

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
。

た
夢
幻
能
の
形
式
に
す
で
に
見
ら
れ
た
も
の
で
す
。

あ
ら
た
め
て
我
々
は
能
――
世
阿
弥
に
学
ぶ
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

初
心
忘
る
べ
か
ら
ず

︱
︱
大
阪
・
関
西
万
博
を
考
え
る
基
本
ス
タ
ン
ス

少
し
話
が
逸
れ
ま
す
が
、
先
年
10
月
、
大
阪
の
オ

フ
ィ
ス
街
に
佇
む
山
本
能
楽
堂
で
、
観
世
流
能
楽

師
・
山
本
章
弘
師
と
の
対
談
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
能
楽
堂
を
会
場
と
し
た
講
演
は
あ
れ
ど
、
オ

ン
ラ
イ
ン
配
信
さ
れ
た
の
は
世
界
初
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
テ
ー
マ
は
「
コ
ロ
ナ
禍
と
能
」。
コ
ロ
ナ
禍

後
の
現
代
社
会
に
能
が
果
た
し
う
る
役
割
を
中
心
に

山
本
師
と
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
何
よ
り
能
楽
堂
と

い
う
場
の
持
つ
磁
力
に
興
奮
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
。「
見
え
な
い
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
」
芸
能
の

舞
台
と
な
る
能
楽
堂
は
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
見

え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
接
続
装
置
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
能
ひ
い
て
は
日
本
文
化
に
学
ぶ
べ
き
こ

と
は
多
い
と
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し
た
。

話
を
元
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
数
々
残
る
世
阿
弥
の

言
葉
の
な
か
で
最
も
有
名
な
も
の
に
「
初
心
忘
る
べ

か
ら
ず
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
『
風
姿
花

伝
』
に
ま
ず
表
れ
、
そ
の
後
も
他
の
著
作
で
さ
ら
に

そ
の
意
味
を
広
義
に
展
開
し
て
い
ま
す
。
我
々
は

「
初
心
」
を
「
原
点
」
と
捉
え
が
ち
で
す
が
、
世
阿

弥
は
原
点
だ
け
で
な
く
、
そ
の
年
齢
ご
と
に
「
時じ

じ々

の
初
心
」
が
あ
り
、
常
に
新
し
い
も
の
を
積
み
重
ね

て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

踏
ま
え
て
下
掛
宝
生
流
能
楽
師
の
安
田
登
師
は
「
初

「
稽
古
」
の
語
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
単
純

に
練
習
を
重
ね
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
古
（
い
に
し
え
）
を
稽
（
か
ん
が
）
え
る
こ
と
」
の

意
で
す
。
世
阿
弥
は
古
に
立
ち
返
る
の
で
は
な
く
、

古
そ
の
も
の
に
学
び
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
す

こ
と
が
稽
古
で
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

「
ま
ね
る
、
う
つ
す
、
わ
た
す
」
の
3
つ
の
プ
ロ
セ

ス
を
繰
り
返
す
こ
と
だ
と
説
明
し
た
の
が
松
岡
正
剛

氏
で
す
。「
稽
古
」
の
意
味
を
単
純
に
捉
え
て
い
た

私
に
と
っ
て
は
衝
撃
的
な
知
見
で
し
た
。

こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
「
ま
ね
る
、
う
つ
す
、

わ
た
す
」
の
は
芸
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
芸
に
込
め

ら
れ
た
精
神
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
、
日
本
の
文

化
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
の
は
精
神
性
で
す
。
か
つ
て

日
本
的
な
も
の
（
日
本
的
デ
ザ
イ
ン
）
は
「
常
に
、
よ

り
良
い
も
の
へ
と
変
え
つ
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
こ

と
（
物
質
的
デ
ザ
イ
ン
）」
と
「
想
い
、
こ
だ
わ
り
、

本
質
を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
（
精
神
的
デ
ザ
イ
ン
）」

の
両
輪
が
機
能
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
今
は
物
質

的
デ
ザ
イ
ン
ば
か
り
が
先
行
し
て
い
ま
す
。
忘
れ
去

ら
れ
た
片
輪
で
あ
る
精
神
的
デ
ザ
イ
ン
を
掘
り
起
こ

し
、
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
た
新
し
い
世
界
を
創
造
す
る
た

め
に
も
、
我
々
は
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」「
稽
古
」

に
精
進
し
な
が
ら
万
博
に
臨
み
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
を
「
折
あ
る
ご
と
に
古
い
自
己

を
裁
ち
切
り
、
新
た
な
自
己
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る

こ
と
を
忘
れ
る
な
」
と
い
う
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
こ
そ
リ
セ
ッ
ト
後
の
新
た
な
社
会
に
向

け
た
2
0
2
5
年
大
阪
・
関
西
万
博
に
お
け
る
基

本
ス
タ
ン
ス
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

稽
古
は
強
か
れ

︱
︱
万
博
で
本
当
の
日
本
文
化
を
再
起
動
す
る

稽
古
は
強
か
れ
、
情
識
は
な
か
れ
、
と
な
り
――

『
風
姿
花
伝
』
序
の
言
葉
で
す
。
世
阿
弥
は
折
々
に

注＊
能
に
お
い
て
霊
的
存
在
が
登
場
し
、
過
去
を
回
想
す
る
形
で
物
語
が 

 

展
開
す
る
曲
。

物質的
デザイン

精神的
デザイン

常に、より良いものへと
変えつづけていく

想い、こだわり、
本質を引き継いでいく

 

私
た
ち
が

考
え
る
万
博

能
が
教
え
る
、
日
本
文
化
の
精
神

6
第

回

コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
を
再
起

動
・
再
構
築
す
る
場
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
で

あ
ろ
う
大
阪
・
関
西
万
博
。
そ
の
方
向
性
を
考
え
る
う
え

で
、
池
永
顧
問
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
が
世
阿
弥
の
教
え

だ
。
日
本
文
化
の
ひ
と
つ
の
源
流
で
あ
る「
能
」の
形
式
と

思
想
を
学
び
、
現
代
の
日
本
が
取
り
戻
す
べ
き
精
神
は
何

か
を
考
え
る
。

構
成
＝
加
藤
し
の
ぶ
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私
は
二
十
歳
ま
で
大
阪
で
暮
ら
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
大
阪

と
い
う
土
地
や
土
地
柄
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
四
十
年
前
、
二
十
歳
を

過
ぎ
て
東
京
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
と
い
う
に
当
時
は
情
報
技
術
も
未
発
達
で
東
西
の
距
離

が
今
よ
り
も
ず
っ
と
遠
く
、
言
葉
を
は
じ
め
と
し
て
人
の
気
質

や
風
俗
が
随
分
と
違
い
、
人
間
関
係
に
齟
齬
を
き
た
し
て
悩
む

こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
自
分
は

大
阪
の
人
間
で
あ
る
、
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
カ
ネ
が
入
る
と
本
屋
に
行
っ
て
、
元
々
好
き
だ
っ
た
落

語
や
漫
才
に
つ
い
て
の
本
を
皮
切
り
に
、
大
阪
の
文
化
や
歴
史

に
つ
い
て
記
し
た
本
や
大
阪
が
舞
台
と
な
っ
た
小
説
な
ど
大
阪

に
関
連
す
る
本
を
買
っ
て
は
読
む
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
大
阪
に
居
る
と
き
は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て

そ
れ
に
感
じ
入
り
、
の
め
り
こ
ん
だ
。

織
田
作
之
助
の
小
説
を
読
む
な
ど
し
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

二
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
、
な
ん
の
コ
ネ
も
手
に
職
も
な
い
餓
鬼

が
ひ
と
り
都
会
に
出
て
、
そ
の
不
安
を
誤
魔
化
す
た
め
の
理
屈

を
本
か
ら
借
り
て
き
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

「
俺
は
大
阪
の
人
間
や
。
そ
こ
ら
の
田
舎
者
と
一
緒
に
す
な
。

な
め
と
っ
た
ら
し
ば
き
あ
げ
ん
ど
」

と
口
に
出
し
て
は
言
わ
な
い
。
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
心
の
な

も
ん
の
名
折
れ
ん
な
る
ぞ
」

な
ん
て
旅
先
で
威
張
り
散
ら
す
の
に
似
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
当
た
り
前
の
話
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
他

国
の
人
が
恐
れ
入
る
は
ず
が
な
い
。

「
な
め
と
っ
た
ら
あ
か
ん
ど
、
俺
は
大
阪
の
人
間
じ
ゃ
」

「
そ
れ
が
な
に
か
？
」

と
な
っ
て
終
わ
り
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
少
し
ば
か
り
フ
ァ

ン
シ
ー
な
人
間
と
思
わ
れ
、
普
通
以
下
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と

も
少
な
く
な
く
、
私
は
だ
ん
だ
ん
と
自
分
が
大
阪
の
人
間
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
な
く
な
っ
た
。

と
い
っ
て
し
か
し
自
分
が
大
阪
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
な
く
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、

そ
の
思
い
は
日
々
、
強
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
そ
れ
が
、
私
が
現
今
や
っ
て
い
る
こ
と
に
関
係

し
て
い
て
、
私
は
見
聞
き
し
た
こ
と
や
心
に
想
っ
た
こ
と
を
言

葉
に
変
換
し
て
日
を
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
に
大

阪
の
言
葉
が
と
ん
で
も
な
く
心
強
い
味
方
に
な
っ
て
く
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
言
葉
の
後
ろ
に
は
か
つ
て
見
た
景
色
や
幼

い
頃
に
聞
い
た
年
寄
り
の
言
葉
が
連
な
っ
て
あ
り
、
遠
く
離
れ
た

と
こ
ろ
で
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
生
き
て
い
る
自
分
た
ち
が
言
葉
に

お
い
て
過
去
と
そ
し
て
未
来
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
サ
ウ
ン
ド

を
伴
う
実
感
と
し
て
感
じ
さ
せ
て
く
れ
て
、
自
分
が
書
く
下
手

ク
ソ
な
文
章
に
彩
り
と
躍
動
感
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
使
う
際
、
私
は
普
通
は
会
話
文
だ
け
で
は
な

く
地
の
文
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
と
こ
ろ
に
も
こ
れ
を
使
う
。
普

通
は
そ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
し
、
し
た
ら
怒
ら
れ
る
の
だ
け

大
阪
の
言
葉

か
で
そ
う
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
阪
に
居
る
と
き
は
そ
ん
な
界
隈
に
は
寄
り
つ
か
ず
吉
野
家

や
フ
ァ
ミ
レ
ス
に
ば
か
り
行
っ
て
い
た
く
せ
に
、「
鱧
の
皮
の
味

も
わ
か
ら
ん
も
ん
が
」
と
か
、
歌
舞
伎
な
ん
て
見
た
こ
と
も
な

い
く
せ
に
、「
今
の
噺
家
は
え
え
芝
居
見
て
な
い
か
ら
可
哀
想
や
」

な
ど
と
嘯う

そ
ぶ

き
、
目
を
剥
い
て
力
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
他
国
で
暮
ら
す
私
に
と
っ
て
大
阪
は
ス
ペ
シ
ャ
ル

な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
用
が
あ
っ
て
大
阪
に
帰
る

と
た
い
へ
ん
に
心
が
落
ち
着
い
て
東
京
に
戻
り
た
く
な
く
な
っ

て
困
っ
た
。

そ
れ
は
ス
ペ
シ
ャ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
頃
の
私
に
と
っ

て
は
、
事
物
の
本
来
あ
る
べ
き
状
態
、
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
重
な
る
う
ち
に
私
は
な
に
か
に
つ
け

大
阪
を
振
り
回
す
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
例
え
ば
上
方

落
語
の
旅
ネ
タ
に
よ
く
出
て
く
る
大
阪
の
元
気
な
若
者
が
、

「
こ
ら
、
大
阪
の
若
い
も
ん
や
で
、
大
阪
の
も
ん
が
や
ね
ぇ
、

い
っ
ぺ
ん
泥
の
付
い
た
ワ
ラ
ジ
な
ん
か
二
度
と
履
く
か
い
」

「
嘘
や
と
思
た
ら
大
阪
へ
出
て
来
い
。
大
阪
の
ざ
こ
ば
へ
。
と

れ
と
れ
の
鯛
が
ド
テ
ラ
着
て
火
鉢
の
前
で
プ
カ
プ
カ
煙
草
吸
ぅ

て
る
」

「
当
た
り
前
や
な
い
か
、
大
阪
の
若
い
も
ん
や
ち
ゅ
う
て
泊
ま
っ

て
ん
ね
ん
で
、
酒
も
呑
ま
ん
と
寝
た
て
な
こ
と
な
っ
た
ら
大
阪

れ
ど
も
、
こ
う
し
た
な
ん
で
も
純
化
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、

ミ
ッ
ク
ス
し
て
使
う
の
も
、
大
阪
の
食
に
お
け
る
な
ん
で
も
ミ
ッ

ク
ス
す
る
文
化
に
親
し
ん
で
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
と
こ
じ
つ

け
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
自
分
で
は
そ
ん
な
気
が
し
て

い
る
。

先
日
、
十
六
年
前
に
物
故
し
た
尼
崎
市
出
身
の
作
家
、
中
島

ら
も
氏
の
『
今
夜
、
す
べ
て
の
バ
ー
で
』
と
い
う
題
の
小
説
を

読
ん
で
、
そ
の
中
に
出
て
く
る
老
人
の
言
葉
に
深
い
感
動
を
覚

え
た
。
こ
の
小
説
が
出
た
の
は
一
九
九
一
年
、
と
い
う
こ
と
は

書
か
れ
た
の
は
そ
の
数
年
前
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
こ
の
老
人
は

九
十
五
歳
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
明
治
の
中
頃
に
生
ま
れ
た

人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
の
話
す
、
け
っ
し
て
文
学
作

品
に
は
描
か
れ
な
い
大
阪
の
市
井
の
人
の
話
し
言
葉
が
こ
の
小

説
の
中
に
は
保
存
さ
れ
て
、
あ
っ
た
。

私
は
こ
れ
を
宝
物
の
よ
う
に
感
じ
る
。
時
と
と
も
に
言
葉
は

変
化
し
、
人
情
も
変
わ
る
が
、
こ
う
し
た
小
説
や
語
り
芸
を
通

じ
て
現
在
も
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
大
阪
の
言
葉
、
こ
れ
こ
そ

が
私
に
と
っ
て
の
大
阪
で
あ
り
、
も
っ
と
い
う
と
私
と
い
う
存

在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
ち
だ
・
こ
う　
1
9
6
2
年
、
大
阪
府
生
ま
れ
。
町
田
町
蔵
の
名
で
歌
手
活
動
を

始
め
、
1
9
8
1
年
、
パ
ン
ク
バ
ン
ド
「
I
N
U
」
の
『
メ
シ
喰
う
な
！
』
で
レ
コ
ー

ド
デ
ビ
ュ
ー
、
俳
優
と
し
て
も
活
躍
。
1
9
9
6
年
、『
く
っ
す
ん
大
黒
』
で
作
家
デ

ビ
ュ
ー
。
本
作
は
第
7
回Bunkam

ura

ド
ゥ
マ
ゴ
文
学
賞
、
第
19
回
野
間
文
芸
新
人

賞
を
受
賞
し
、
芥
川
賞
に
も
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
る
。
2
0
0
0
年
、『
き
れ
ぎ
れ
』
で

芥
川
賞
、
2
0
0
1
年
詩
集
『
土
間
の
四
十
八
滝
』
で
萩
原
朔
太
郎
賞
、
2
0
0
2
年

『
権
現
の
踊
り
子
』
で
川
端
康
成
文
学
賞
、
2
0
0
5
年
『
告
白
』
で
谷
崎
潤
一
郎
賞
、

2
0
0
8
年
『
宿
屋
め
ぐ
り
』
で
野
間
文
芸
賞
を
受
賞
。
文
芸
活
動
の
ほ
か
2
0
1
6

年
よ
り
バ
ン
ド
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
を
本
格
的
に
始
動
さ
せ
る
。
近
著
に
『
記

憶
の
盆
を
ど
り
』『
令
和
の
雑
駁
な
マ
ル
ス
の
歌
』
な
ど
。

文
＝
町
田 

康

M
achida Kou

画
＝
浅
妻
健
司
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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。
下記のQRコードで読みとることもできます。

Facebookページ
https://www.facebook.com/osakagas.cel

volume127
March 2021 未来を創る	

――新しい文化芸術のかたち

2021（令和3）年3月1日発行

金澤成子

熊走珠美

栗本智代

日下部行洋   平凡社
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特集担当

（写真左）中央が1967年頃の「毎日放送千里丘放送セン
ター」。建物の後ろがEXPO’70の会場。丘陵を切り開き
330ヘクタールに及ぶ敷地が造成され、パビリオンがこ
れから建設される。
（写真右）1970年頃の「毎日放送千里丘放送センター」。
完成した太陽の塔（中央）、エキスポタワー（左奥）、日
本館（右）などが見える。
写真提供／毎日放送

「船場センタービル」は、
屋上に阪神高速道路と中
央大通の高架道路が通る、
知恵を絞った構造が特徴。
写真提供／ピクスタ

七
〇
年
万
博
が
テ
ー
マ
の
小
説
に
は
、
筒
井
康

隆
『
人
類
の
大
不
調
和
』『
深
夜
の
万
国
博
』
や
眉

村
卓
『
E
X
P
O

ʼ87
』
が
あ
る
が
、
大
学
病
院
を

舞
台
に
医
師
の
倫
理
を
問
い
か
け
た
山
崎
豊
子
の

『
白
い
巨
塔
』
に
も
E
X
P
O

ʼ70
が
登
場
す
る
。

『
白
い
巨
塔
』
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
か
ら

『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
に
連
載
さ
れ
、
物
語
と
読
者
の

時
間
が
並
行
す
る
同
時
代
小
説
で
あ
っ
た
。
誤
診

裁
判
を
報
じ
る
小
説
内
の
新
聞
記
事
に
は
、
癌
患

者
佐
々
木
庸
平
は
昭
和
三
十
九
年
五
月
二
十
九
日

に
手
術
を
受
け
、
六
月
二
十
一
日
に
亡
く
な
っ
た
こ

と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
週
刊
誌
を
買
う
た
び
に

読
者
に
は
、
リ
ア
ル
で
生
々
し
い
ド
ラ
マ
に
感
じ
ら

れ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
主
人
公
の
財
前
五
郎
と

対
立
し
た
里
見
脩
二
助
教
授
が
移
っ
た
の
が
、
千

里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
高
台
に
あ
っ
て
緑
の
丘
陵
が
一

望
で
き
る
「
近
畿
癌
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
の
展
望
は
、
あ
る
方
向
だ
け
赤
土
が
剥
き
出

し
で
「
大
阪
で
開
か
れ
る
万
国
博
覧
会
の
会
場
建

設
地
で
、
敷
地
造
成
が
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
」

と
記
さ
れ
る
。「
近
畿
癌
セ
ン
タ
ー
」
の
モ
デ
ル
が

気
に
な
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
三
十
六
年

（
一
九
六
一
）
開
設
の
「
毎
日
放
送
千
里
丘
放
送
セ
ン

タ
ー
」
が
そ
れ
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
も
な
っ
た
こ
の
社
会

派
小
説
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
前
年
に
は
じ

ま
り
、
万
博
目
前
で
完
結
す
る
。
高
度
経
済
成
長

期
の
日
本
や
、
大
阪
の
都
市
改
造
を
目
撃
証
言
す

る
点
に
お
い
て
、
こ
れ
も
“
万
博
遺
産
”
と
し
て

語
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
万
博
関
連
で
は
、
亡
く
な
っ
た
佐
々

木
が
営
む
繊
維
卸
商
店
は
、
船
場
の
中
央
に
あ
る

唐
物
町
と
丼ど

ぶ

池い
け

筋す
じ

の
交
わ
る
付
近
、
町
名
変
更
で

現
在
の
大
阪
市
中
央
区
南
本
町
三
丁
目
あ
た
り
に

設
定
さ
れ
て
い
る
。
実
は
こ
の
付
近
の
商
家
は
、

大
阪
市
の
東
西
を
結
ぶ
幹
線
道
路
「
中
央
大
通
」

の
建
設
で
立
ち
退
き
、
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）

に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
船
場
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
」
に
移

転
し
た
。
佐
々
木
が
死
な
ず
に
い
た
ら
立
ち
退
き

に
直
面
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
船
場
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
」
も
、
万
博
を
に
ら
ん
だ

都
市
改
造
の
遺
産
で
あ
る
。
移
転
の
補
償
問
題
が

難
航
す
る
な
か
、
移
転
先
と
な
っ
た
地
上
四
階
建

て
の
ビ
ル
の
屋
上
に
道
路
を
走
ら
せ
る
画
期
的
な

解
決
策
で
新
し
い
イ
ン
フ
ラ
が
実
現
で
き
た
。
ど

こ
か
未
来
的
で
あ
る
。
現
在
も
屋
上
に
「
中
央
大

通
」
と
阪
神
高
速
が
走
り
、
ビ
ル
の
内
外
に
大
阪

万
博
時
代
の
空
気
が
漂
っ
て
い
る
。

橋爪節也（はしづめ・せつや）	
大阪大学総合学術博物館教授、同大学院文学研究科兼任。1958年、大阪府大阪市生まれ。東京藝術大学大学院修了。大阪市教育
委員会事務局文化財保護課、大阪市立近代美術館(仮称)建設準備室学芸員等を経て現職。専門は日本近世・近代美術史で、『橋爪
節也の大阪百景』、『大大阪イメージ 増殖するマンモス／モダン都市の幻像』（創元社）など著書多数。ドラマの時代考証も手がける。

新型コロナウイルスの感染拡大でエンターテインメント界の

苦境が続くなか、アニメ映画『鬼滅の刃』が歴代興行収

入１位の記録を塗り替える大ヒット作となりました。映画館には、

親子連れから高齢者までが足を運んでいます。なぜ、ここまで

人々の心を捉えたのでしょうか。作品の面白さはもちろんですが、

コロナ禍という大きな変化のなか、生きる指針を失い、新たな

価値観を築かなければならない時代に、「全集中の呼吸」で仲

間と共に運命を切り拓こうとする主人公の覚悟と献身の姿が共

感をよんだのではないかと思います。

今号では、コロナ禍を乗り越えるために、新しい取り組みに

挑戦する現場の事例を紹介しながら、文化芸術の存在意義を考

察しました。大衆娯楽の原点に立ち返り、新たな世界観に挑戦

したART歌舞伎、世界の観客や男性客も意識した作品で顧客

拡大を図りながら地域と共に歩んできた宝塚歌劇団、地域や人々

に「開かれたアート×空間」の可能性に挑戦する京都市京セラ美

術館など、いずれも時代や国境を超えて、多様な価値観を生み

出し、伝承しています。文化芸術は、経済的価値を超え、人々

の心を無限に動かし、時に行動変容の原動力になる「社会イン

フラ」としての存在意義があると考えます。

コロナ禍の日本において、文化芸術は、「不要不急」の烙印を

押されてしまい、政策支援が手厚い欧州に比べて、重要な「社

会インフラ」と扱われていない現状が露わになりました。1930年

代の大恐慌以来の最悪の世界経済危機の不安のなか、これを

乗り越えるべく国際協調という世界レベルの「インフラ」が必要

火急ではないかと思います。世界に誇る日本の文化芸術が、この

「インフラ」を創造する土壌となり、世界と共に未来社会を切り

拓くきっかけとなることを切に望みます。

世の中が激変し、価値観も多様化するなか、わが研究所も、

その時代の文化芸術に寄り添いながら、素晴らしさ、愚かさ、

愛しさも含めた人間理解に立って、真に心豊かな暮らしの創造

に、「全集中の呼吸」で挑んでいきたいと思います。

ＣＥＬからのメッセージ

コロナ禍に
 「全集中の呼吸」で未来を創る！
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大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所
所長 金澤成子 Kanazawa Shigeko




