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池
永

　ア
レ
ッ
ク
ス
・
カ
ー
さ
ん
は
徳
島
・

い祖
や谷

で
の
古
民
家
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
は
じ
め
、

景
観
保
存
活
動
や
講
演
、
あ
る
い
は
文
化
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
な
ど
幅
広
く
活
躍

さ
れ
て
い
ま
す
。『
美
し
き
日
本
の
残
像
』『
犬
と
鬼
』
な
ど
の
ご
著
書
に
は
、
幅
広
い
日
本
の

文
化
的
な
知
識
や
社
会
背
景
、
そ
れ
に
根
ざ
し
た
深
い
提
言
な
ど
が
書
か
れ
て
い
て
、
改
め
て

私
た
ち
日
本
人
が
気
づ
か
さ
れ
た
点
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
現
在
、
日
本
に
興
味
を
も
っ
て
く
だ
さ
る
外
国
の
方
々
は
多
い
の
で
す
が
、「
ク
ー
ル
ジ
ャ

パ
ン
」
の
よ
う
な
あ
る
種
限
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
方
も
い
れ
ば
、
も
う
少
し
本
質

的
な
と
こ
ろ
ま
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
も
い
て
、
二
極
化
の
現
象
が
み
ら
れ
る
よ
う
な
気
が

し
て
い
ま
す
。今
日
は
、カ
ー
さ
ん
ご
自
身
の
体
験
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
、過
去
・
現
在
・

未
来
の
日
本
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
ご
意
見
や
ご
提
案
な
ど
を
伺
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
最
初
に
古
民
家
再
生
を
さ
れ
た
徳
島
・
祖
谷
に
至
る
ま
で
の
道
の
り
を
伺
え
ま
す
で

し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
私
は
１
９
６
４
年
、
ち
ょ
う
ど
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
に
、
父
親
の
仕
事
の
都
合
で

来
日
し
ま
し
た
。
12
歳
の
と
き
で
す
が
、
横
浜
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
海
軍
の
基
地
に
住
む
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
大
変
印
象
に
残
っ
た
の
が
「
家
」
だ
っ
た
の
で
す
。
日
本
の
夫
人
た

ち
と
の
交
友
会
の
よ
う
な
も
の
に
母
が
参
加
し
て
お
り
、
毎
月
誰
か
の
家
を
訪
れ
る
の
で
す
が
、

一
緒
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
三
浦
半
島
の
三
崎
に
は
、
あ
る
外
国
人

が
つ
く
っ
た
別
荘
街
み
た
い
な
も
の
も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
日
本
の
古
民
家
の
中
を
50
年
代
に

本
国
ア
メ
リ
カ
で
流
行
っ
た
ラ
ン
チ
ハ
ウ
ス
ス
タ
イ
ル
に
改
造
し
て
い
て
、
そ
の
ウ
ッ
デ
ィ
な

雰
囲
気
が
と
て
も
気
持
ち
良
か
っ
た
。
決
し
て
贅
沢
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ト
イ
レ
な
ど
の
設
備

を
き
ち
ん
と
調
え
て
居
心
地
の
い
い
空
間
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。

　
で
す
か
ら
、
す
で
に
そ
の
時
代
か
ら
外
国
人
が
古
民
家
を
新
し
く
リ
ノ
べ
ー
ト
す
る
と
い
う

発
想
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

池
永

　そ
の
後
は
、
本
国
と
行
き
来
さ
れ
な
が
ら
、
１
９
７
１
年
に
祖
谷
と
出
会
わ
れ
た
よ
う

で
す
が
、
廃
屋
と
な
っ
て
い
た
古
民
家
を
ご
自
身
の
手
で
ち篪
い
お
り庵

と
い
う
形
に
ま
で
完
成
さ
せ

よ
う
と
思
わ
れ
た
の
は
、
や
は
り
そ
の
子
ど
も
の
頃
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

美
し
き
良
き
日
本 

　
―
―
幼
き
日
に
見
た「
家
」へ
の
想
い
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カ
ー
　
そ
う
で
す
ね
。
当
時
は
学
生
で
お
金
も
な
く
、
す
べ
て
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
で
リ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
を
始
め
た
ん
で
す
。腐
っ
た
部
分
を
直
し
、茅
葺
き
屋
根
を
葺
き
替
え
、ト
イ
レ
を
つ
く
り
、

照
明
を
入
れ
て…

…

さ
っ
と
手
を
入
れ
て
終
わ
り
と
い
う
の
で
は
な
く
、
40
年
以
上
ず
っ
と
続

け
て
い
た
ん
で
す
ね
。
よ
う
や
く
完
成
し
た
の
は
３
年
前
で
す
。

池
永

　日
本
の
１
９
８
０
年
代
は
バ
ブ
ル
経
済
で
、
古
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
壊
し
、
新
し
い
建

物
を
次
々
と
建
て
て
い
た
時
代
で
す
。

カ
ー
　
今
も
そ
う
で
す
け
ど
ね
。
古
民
家
の
取
り
壊
し
は
、
バ
ブ
ル
の
と
き
よ
り
今
の
ほ
う
が

は
る
か
に
多
い
。

　
１
９
７
０
年
代
は
、
ま
だ
「
美
し
き
良
き
日
本
」
が
ぎ
り
ぎ
り
残
っ
て
い
た
時
代
で
、
そ
の

な
か
で
祖
谷
を
見
つ
け
ま
し
た
。
80
年
代
か
ら
変
わ
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
ま
り
、
90
年
代
は
急
ピ

ッ
チ
で
、
２
０
０
０
年
代
に
な
っ
て
さ
ら
に
加
速
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

池
永

　祖
谷
を
探
す
以
前
に
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
日
本
学
を
学
ば
れ
、『「
甘
え
」
の
構
造
』
な

ど
た
く
さ
ん
の
日
本
論
を
読
ま
れ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
後
の
日
本
で
の
実
体
験
と
の
違
い
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
。

カ
ー
　
あ
の
頃
の
日
本
論
は
日
本
の
学
者
が
一
種
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
書
い
て
い
る
も
の

が
多
く
て
、
日
本
の
優
越
性
を
訴
え
る
よ
う
な
も
の
が
流
行
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
私
は

そ
れ
に
は
ち
ょ
っ
と
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
当
時
、
中
国
美
術
の
専
門
家
で
伝
説
的
な
ア
ー
ト
デ
ィ
ー
ラ
ー
だ
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
キ
ッ

ド
と
い
う
人
に
日
本
の
こ
と
を
含
め
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
っ
た
の
で
す
が
、「
あ
ん
な

単
純
な
日
本
人
論
は
大
外
れ
だ
」
と
。
中
国
文
化
が
あ
っ
て
の
日
本
、
東
南
ア
ジ
ア
が
あ
っ
て

の
日
本
、
韓
国
が
あ
っ
て
の
日
本
。
も
っ
と
ア
ジ
ア
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

思
い
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
頃
の
日
本
論
に
対
し
て
は
、
違
和
感
ば
か
り
で
し
た
ね
。

池
永

　ご
著
書
に
も
、
そ
の
論
調
を
日
本
人
自
身
が
受
け
入
れ
が
ち
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

カ
ー
　「
日
本
は
世
界
一
」
の
よ
う
な
評
価
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
本
当
は
ど
こ
が
い
い
の

か
が
見
え
な
く
な
る
ん
で
す
ね
。
皆
さ
ん
が
凄
い
と
思
っ
て
い
な
い
部
分
が
本
当
は
素
晴
ら
し

い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
　

池
永

　具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
９
月
に
京
都
に
つ
い
て
の
本（『
も
う
ひ
と
つ
の
京
都
』）を
出
し
た
ば
か
り
な
ん
で
す
が
、

そ
の
な
か
で
、
大
江
健
三
郎
の
『
あ
い
ま
い
な
日
本

の
私
』
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
。
大
江
さ
ん
の
本
に

は
日
本
人
が
あ
い
ま
い
だ
と
い
う
こ
と
が
た
っ
ぷ
り

書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
逆
な
ん
で
す
ね
。
た

と
え
ば
京
都
の
お
寺
や
家
の
つ
く
り
は
ピ
シ
ッ
と
線

を
ひ
い
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
門
の

外
と
中
は
別
で
、
次
の
間
は
ま
た
別
の
ラ
ン
ク
づ
け

の
よ
う
な
も
の
が
さ
れ
て
い
る
。
き
ち
ん
と
線
を
ひ

く
と
い
う
こ
と
が
日
本
文
化
の
根
源
に
は
あ
り
、
そ

こ
か
ら
美
し
い
、
面
白
い
こ
と
が
生
ま
れ
る
わ
け
で

す
ね
。
あ
い
ま
い
と
は
全
然
違
う
も
の
が
あ
り
、
そ

の
違
う
も
の
に
芸
術
性
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

特
に
茶
の
湯
は
、「
序
破
急
」
と
い
う
リ
ズ
ム
を
決
め
て
、
そ
の
な
か
に
独
自
の
世
界
を
つ
く

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
世
界
の
ど
こ
で
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

池
永

　確
か
に
あ
い
ま
い
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
と
こ
ろ
で
、
篪
庵
も
で
す
が
、
古
民

家
は
内
部
の
修
理
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
建
物
の
つ
く
り
自
体
は
そ
の
ま
ま
使
え
る
状
態
で
あ

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
よ
ね
。

カ
ー
　
そ
う
な
ん
で
す
。
日
本
の
古
い
家
屋
は
壁
ら
し
い
壁
が
な
い
。
全
部
が
建
具
で
、
障
子

な
ど
で
空
間
を
変
化
さ
せ
た
り
で
き
る
。
そ
れ
も
凄
い
知
恵
で
す
が
、
木
造
建
築
な
ら
で
は
の

つ
く
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
黒
柱
は
で
き
る
だ
け
動
か
さ
な
い
。
柱
は
部
屋
の
真
ん

中
に
そ
の
ま
ま
ぼ
ん
と
あ
っ
て
も
綺
麗

な
ん
で
す
ね
。
味
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、

古
い
家
の
基
本
的
な
空
間
感
覚
や
、
構

造
や
木
材
な
ど
の
材
質
は
で
き
る
だ
け

大
事
に
し
た
い
し
、
尊
重
し
た
い
。
古

民
家
の
魅
力
は
そ
う
い
う
も
の
に
あ
る

と
思
い
ま
す
か
ら
。
一
方
で
、
快
適
さ

や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
、
あ
る
い
は

耐
震
や
建
築
基
準
法
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ

る
の
で
、
ど
こ
ま
で
変
え
る
べ
き
か
は
毎
回
熱
い
議
論
に
な
り
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
昔
の
ま
ま
の
民
家
を
再
生
す
る
だ
け
で
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
生
活
す
る
う
え
で

無
理
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
世
界
の
常
識
と
し
て
あ
る
の
が
、
古
い
家
の
直
し
を
今
の
時
代

に
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
。
残
念
な
が
ら
今
の
日
本
は
資
料
館
と
し
て
直
す
と
い
う
レ
ベ
ル

で
留
ま
っ
て
い
て
、
江
戸
が
こ
う
だ
っ
た
、
明
治
が
こ
う
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
学
芸
員
的
な

発
想
し
か
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
コ
ン
セ
ン
ト
ひ
と
つ
変
え
ら
れ
な
い
と
か
、
昔
の
窓
が
こ
う

だ
っ
た
か
ら
変
え
ら
れ
な
い
と
か
言
う
。
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
家
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
完

全
に
今
の
設
備
に
転
換
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
が
私
の
仕
事
の
背
景
に
あ
り
ま
す
ね
。

池
永

　学
芸
員
的
発
想
で
保
存
し
て
昔
の
ま
ま
で
残
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
な
か
で
、
カ

ー
さ
ん
は
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
形
で
再
生
さ
せ
る
。

カ
ー
　
昔
の
家
に
生
活
し
な
が
ら
今
の
生
活
に
あ
っ
た
快
適
な
空
間
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
つ
い
壊
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
で
す
。

池
永

　古
民
家
に
は
床
暖
房
や
ペ
ア
ガ
ラ
ス
ま
で
調
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

カ
ー
　
最
新
の
技
術
も
取
り
入
れ
た
家
な
ん
で
す
ね
。
古
い
家
イ
コ
ー
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
な

い
、
原
始
的
で
自
然
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

池
永

　大
阪
ガ
ス
で
は
、
22
年
前
に
「
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
21
」
と
い
う
実
験
住
宅
を
建
て
た
の
で
す
が
、

最
先
端
の
建
物
に
江
戸
時
代
の
住
ま
い
方
の
考
え
方
を
取
り
込
ん
で
い
ま
す
。
逆
に
新
し
い
も

の
に
古
い
昔
の
知
恵
を
入
れ
る
と
い
う
発
想
は
い
か
が
お
考
え
で
す
か
。

カ
ー
　
確
か
に
江
戸
の
知
恵
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
捨
て
る
の
で
は
な

く
上
手
く
取
り
入
れ
な
が
ら
、
最
先
端
の
技
術
も
取
り
入
れ
て
、
今
の
時
代
に
生
き
て
い
る
家

に
も
っ
て
い
き
た
い
で
す
よ
ね
。

池
永

　カ
ー
さ
ん
の
オ
フ
ィ
ス
に
は
自

治
体
か
ら
た
く
さ
ん
の
オ
フ
ァ
ー
が
く

る
と
思
い
ま
す
が
、
カ
ー
さ
ん
は
今
の

地
方
を
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
だ
い
た
い
ど
こ
の
地
方
へ
行
っ

て
も
駄
目
で
す
ね
。
皆
さ
ん
が
考
え
て

い
る
以
上
の
危
機
的
な
状
況
で
す
。
ど

ん
ど
ん
人
が
減
り
家
も
空
き
家
に
な
り
、

悲
惨
で
す
。
特
に
周
り
の
自
然
を
粗
末

に
扱
っ
た
り
、
古
い
町
を
つ
ぶ
し
た
り

し
た
と
こ
ろ
は
、
も
う
手
が
つ
け
ら
れ

な
い
。
で
す
が
、
ま
だ
綺
麗
な
自
然
が

残
っ
て
い
た
り
、
空
き
家
で
も
昔
の
家

が
残
っ
た
り
し
て
い
れ
ば
、
望
み
が
あ

り
ま
す
。
今
は
観
光
の
時
代
な
の
で
、

そ
れ
が
最
後
の
救
い
の
手
に
な
る
ん
で

す
ね
。
た
と
え
僻
地
で
も
、
き
ち
っ
と
受
け
皿
を
つ
く
る
と
人
が
来
て
く
れ
る
時
代
に
な
っ
た

の
で
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
行
政
や
政
治
家
が
相
談
に
訪
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
ほ
う
か
ら
プ
レ
ゼ

ン
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

池
永

　そ
う
な
ん
で
す
ね
。

カ
ー
　
結
局
、
外
部
の
人
間
が
言
っ
て
も
駄
目
な
ん
で
す
。
地
元
の
思
い
が
あ
っ
て
こ
そ
で
、

そ
う
い
う
、
本
当
に
や
り
た
い
と
い
う
思
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
成
功
し
た
ケ
ー
ス
を
見
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

池
永

　地
方
創
生
の
目
的
で
国
か
ら
の
補
助
金
を
入
れ
て
も
難
し
い
で
し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
お
金
が
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
で
す
か

ら
ね
。

池
永

　自
分
た
ち
の
町
や
地
域
の
真
の
良
さ
・
強
み
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

カ
ー
　
そ
う
、
プ
ラ
イ
ド
が
な
い
。
そ
れ
が
一
番
の
ネ
ッ
ク
で
、
自
分
た
ち
の
町
を
素
晴
ら
し

い
と
思
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
壊
し
て
新
し
い
建
物
を
つ
く
れ
ば
、
そ
れ
が
現
代
的
で
い
い
と

思
う
人
が
、
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
に
多
い
。

池
永

　古
い
も
の
を
す
ぐ
に
壊
し
て
新
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
日
本
が
こ
う
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
は
な
ぜ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

カ
ー
　
そ
も
そ
も
、
ビ
ル
を
建
て
る
と
か
、
道
路
を
通
す
と
い
う
の
は
発
展
途
上
国
的
な
発
想

な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
ど
の
国
に
も
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
も
そ
う
な
ん
で
す
。
た
と
え
ば
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
の
有
名
な
ペ
ン
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
駅
舎
。も
う
泣
き
た
い
く
ら
い
美
し
か
っ
た
の
に
、

60
年
代
に
壊
し
て
し
ま
っ
て
、
殺
風
景
な
つ
ま
ら
な
い
ビ
ル
に
し
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
さ
ら

に
70
年
代
に
グ
ラ
ン
ド
セ
ン
ト
ラ
ル
駅
も
壊
そ
う
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
が
、
猛
烈
な
反
対
運

動
が
起
こ
り
、
そ
れ
以
降
は
歴
史
的
に
価
値
の
あ
る
建
物
は
壊
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
共
通

認
識
が
生
ま
れ
た
ん
で
す
。

カー氏が徳島・祖谷の
古民家をリノベートした篪庵。

ち い お り

篪 庵

偏
っ
た
日
本
論 

　
―
―「
世
界
一
」に
囚
わ
れ
た
日
本
人

時
代
遅
れ
の
日
本
の
都
市
計
画 

　
―
―
大
切
な
自
国
へ
の
プ
ラ
イ
ド

古
民
家
再
生 

　
―
―「
学
芸
員
的
発
想
」を
超
え
て
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1952年米国生まれ。東洋
文化研究者、作家。イェ
ール大学日本学部卒業。
1977年から京都府亀岡
市に居を構え、書や古典
演劇、古美術など日本文
化の研究に励む。その後、
景観と古民家再生のコン
サルティングを開始し、長
崎県小値賀町、奈良県
十津川村など十数軒の
古民家を改修。滞在型観
光事業を営む。近著に
『もうひとつの京都』（世
界文化社）がある。

Alex Kerr

アレックス・カー

　
つ
ま
り
、「
車
が
欲
し
い
」「
冷
蔵
庫
が
欲
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
時
代
が
ど
こ
の
国
で
も
あ

る
け
れ
ど
、あ
る
程
度
社
会
が
豊
か
に
な
る
と
卒
業
し
ち
ゃ
う
も
の
な
ん
で
す
ね
。そ
こ
で
、「
昔

の
良
さ
や
自
然
は
や
っ
ぱ
り
大
事
だ
」「
新
し
い
も
の
を
つ
く
り
な
が
ら
古
い
も
の
と
調
和
さ

せ
よ
う
」
と
い
う
思
い
に
切
り
替
え
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
先
進
国
の
な
か
で
唯

一
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
日
本
で
す
。
卒
業
せ
ず
に
留
年
の
ま
ま
み
た
い
な
こ
と
で
、
そ

こ
が
問
題
な
ん
で
す
。
経
済
が
進
ん
だ
国
で
、
こ
れ
ほ
ど
勝
手
に
古
い
町
や
自
然
を
壊
し
て
い

る
の
は
珍
し
い
。
世
界
の
動
き
か
ら
完
全
に
逸
脱
し
て
い
ま
す
。

池
永

　日
本
の
都
市
計
画
は
海
外
に
比
べ
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
古
臭
い
。
私
か
ら
み
れ
ば
、
時
代
遅
れ
で
す
。

池
永

　カ
ー
さ
ん
は
、
日
本
の
都
市
は
競
争
相
手
を
想
定
し
て
い
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す

ね
。
都
市
・
地
方
と
し
て
国
内
だ
け
で
な
く
世
界
が
競
争
相
手
の
は
ず
な
の
に
、
ベ
ン
チ
マ
ー

ク
す
る
相
手
を
間
違
っ
て
い
る
と
。

カ
ー
　
東
京
か
ら
祖
谷
に
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
お
金
や
時
間
の
面
で
は
、
バ
リ
で
も
、
バ
ン
コ

ク
で
も
行
け
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
競
争
相
手
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

池
永

　ま
っ
た
く
同
感
で
す
。
私
ど
も
大
阪
ガ
ス
の
供
給
エ
リ
ア
で
あ
る
近
畿
に
は
、
文
化
コ

ン
テ
ン
ツ
は
も
の
す
ご
く
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
行
政
の
ト
ッ
プ
に
「
ど
の
都
市
が
競
争
相
手
だ

と
思
っ
て
都
市
経
営
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
」
と
伺
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
そ
う
い
う
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

カ
ー
　
確
か
に
近
畿
の
文
化
財
は
凄
い
で
す
ね
。

池
永

　た
と
え
ば
奈
良
は
、
中
国
語
で
ナ
ー
リ
ャ
ン
（nai liang

）
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、「
す

べ
て
が
良
い
と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
そ
う
で
、
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

カ
ー
　
奈
良
は
、「
大
仏
商
法
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
よ
り
魅
力
的
に

し
よ
う
と
い
う
思
い
は
近
畿
の
な
か
で
一
番
薄
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

　
京
都
は
ず
っ
と
駄
目
だ
っ
た
け
れ
ど
、
最
近
は
景
観
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
２
年
前

に
屋
上
看
板
を
全
部
撤
去
し
ま
し
た
。
看
板
を
な
く
す
と
経
済
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
心
配
す

る
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
撤
去
後
に
影
響
が
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
ゼ
ロ
で

す
ね
。
か
え
っ
て
街
の
環
境
、
美
観
に
お
い
て
は
メ
リ
ッ
ト
に
な
っ
た
。

池
永

　大
阪
も
、
近
代
建
築
物
を
「
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
だ
と
捉
え
る
動
き
が
出
て

き
た
り
と
、
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
が
混
じ
り
合
う
ま
ち
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
動
き
始
め

て
い
ま
す
。

カ
ー
　
大
阪
は
も
っ
と
売
り
出
せ
ば
い
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
通
天
閣
の
あ
る
新

世
界
の
あ
た
り
が
好
き
で
す
。
近
代
的
な
も
の
と
し
て
、
非
常
に
面
白
い
。
昔
の
ダ
ウ
ン
タ
ウ

ン
の
良
さ
が
あ
り
ま
す
。

池
永

　一
方
で
江
戸
の
頃
の
風
情
も
残
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
近
畿
が
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う

ふ
う
に
生
き
延
び
る
か
と
い
う
議
論
を
す
る
な
か
で
、
強
み
で
あ
る
歴
史
・
文
化
を
核
と
し
た

都
市
魅
力
戦
略
の
議
論
に
は
な
か
な
か
な
ら
な
い
。

カ
ー
　
と
は
い
え
、
大
阪
は
今
観
光
客
が
増
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
観
光
産
業
と
い
う
の
は

成
長
産
業
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
は
思
い
ま
す
。

池
永

　最
近
、
滋
賀
県
の
琵
琶
湖
を
訪
れ
る
外
国
人
観
光
客
が
増
え
て
い
ま
す
。
湖
西
は
、
カ

ー
さ
ん
と
お
付
き
合
い
が
あ
っ
た
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
が
『
街
道
を
ゆ
く
』
の
な
か
で
、
日
本
人

の
祖
形
を
求
め
て
最
初
に
選
ん
だ
地
で
す
が
、
司
馬
さ
ん
と
の
話
で
特
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
。

カ
ー
　
司
馬
さ
ん
が
大
阪
に
つ
い
て
し
て
く
れ
た
話
が
面
白
か
っ
た
で
す
ね
。
彼
い
わ
く
、
昔

は
運
河
が
多
か
っ
た
の
で
橋
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
が
、
役
所
が
つ
く
っ
た
も
の
は
少
な
く
て
、

大
半
の
橋
は
町
民
が
自
分
た
ち
で
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
だ
と
。
江
戸
時
代
頃
の
話
で
す
が
、
京

都
も
江
戸
も
し
っ
か
り
取
り
締
ま
り
が
あ
る
の
に
大
坂
だ
け
ノ
ー
マ
ン
ズ
ラ
ン
ド
で
、
結
構
好

き
勝
手
に
や
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
大
阪
人
の
自
由
な
発
想
が
生
ま
れ
て
、
独
特
な
大
阪
弁
や

大
阪
漫
才
、
そ
れ
か
ら
商
売
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
下
手
な
規
制
が
な
く
や
っ
て
き
た
人
た
ち

だ
か
ら
い
き
い
き
と
し
た
大
阪
文
化
が
生
ま
れ
た
。
そ
ん
な
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

池
永

　ほ
か
に
も
坂
東
玉
三
郎
さ
ん
や
白
洲
正
子
さ
ん
と
い
っ
た
そ
う錚
そ
う々

た
る
文
化
人
の
方
と
も

大
変
親
し
く
お
付
き
合
い
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
お
二
方
か
ら
は
い
か
が
で
す
か
。

カ
ー
　
玉
三
郎
さ
ん
と
は
凄
く
若
い
頃
に
知
り
合
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
通
訳
を
し
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
、
一
日
中
楽
屋
に
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
ば
に
い
る
だ
け
で
多
く
の
こ
と
を
学

べ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
し
ぐ
さ
や
セ
リ
フ
の
話
し
方
、
言
葉
を
話
す
と
き
の
「
間
」
も
そ
う
で
す
。

歌
舞
伎
の
世
界
で
は
「
間
」
は
と
て
も
大
切
な
問
題
で
す
か
ら
。

池
永

　そ
こ
か
ら
生
活
文
化
そ
の
も
の
も
歴
史
も
学
べ
る
ん
で
す
ね
。
歌
舞
伎
は
ま
さ
に
日
本

の
生
活
文
化
の
宝
庫
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
。

カ
ー
　
玉
三
郎
さ
ん
は
、
古
い
も
の
を
非
常
に
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
深
い
と
こ

ろ
を
追
究
し
て
い
き
な
が
ら
、
非
常
に
現
代
的
な
目
で
見
て
い
ま
す
ね
。
昔
の
し
き
た
り
が
こ

う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
一
切
言
わ
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
大
事
に
す
る
の
で
は
な
く
、「
し

き
た
り
や
型
の
裏
に
何
が
あ
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
い
つ
で
も
考
え
て
い
る
方
で
す
。
よ
く

私
た
ち
に
も
指
導
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
踊
り
で
東
山
と
い
っ
た
ら
東
山
を
見
て
い
な
け
れ
ば

い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
型
で
示
す
東
山
じ
ゃ
な
く
て
、
山
そ
の
も
の
を
見
な
さ
い
と
。

池
永

　や
は
り
深
く
追
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
表
面
的
な
こ
と
で
は
な
く
「
実
」
の
と
こ
ろ
に

行
き
つ
く
ん
で
し
ょ
う
ね
。

カ
ー
　
そ
し
て
面
白
い
こ
と
に
、
古
い
も
の
の
奥
に
た
ど
り
着
い
た
時
点
で
斬
新
さ
を
見
つ
け

る
わ
け
で
す
ね
。

池
永

　伝
統
を
追
究
す
る
と
新
し
い
と
こ
ろ
に
行
き
つ
く
。

カ
ー
　
そ
う
。
だ
か
ら
し
き
た
り
や
何
か
に
囚
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
は
新
し
さ
も
な
い
。

池
永

　表
面
的
な
物
質
的
デ
ザ
イ
ン
で
は
な
く
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
精
神
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

た
も
の
を
、
カ
ー
さ
ん
が
発
掘
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
カ
ー
さ
ん
が

古
民
家
で
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
同
じ
で
す
よ
ね
。
白
洲
正
子
さ
ん
の
ぶ武
あ
い相
そ
う荘

も
ま
さ
に
古
民

家
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
影
響
も
あ
り
ま
す
か
。

カ
ー
　
子
ど
も
の
頃
は
古
い
家
を
近
代
的
に
直
し
て
い
た
の
は
外
国
人
が
多
か
っ
た
で
す
が
、

で
も
白
洲
さ
ん
み
た
い
な
方
も
昔
か
ら
い
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
本
当
に
美
し
い
も
の
を
知

っ
た
日
本
人
は
や
っ
ぱ
り
い
た
ん
で
す
ね
。

池
永

　で
す
か
ら
我
々
は
そ
う
い
う
人
た
ち
か
ら
も
学
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
、
本
当
の
日
本
の

良
さ
は
見
え
て
こ
な
い
し
、
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
も
見
え
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。

カ
ー
　
そ
う
思
い
ま
す
ね
。

池
永

　カ
ー
さ
ん
は
東
洋
文
化
研
究
者
の
顔
も
も
っ
て
い
ら
し
て
、
最
近
は
東
南
ア
ジ
ア
に
も

よ
く
行
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
著
書
に
は
歌
舞
伎
の
『
か
さ
ね累

』
に
な
ぞ
ら
え
て
、
移
転
を

考
え
な
が
ら
も
結
局
日
本
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
。

カ
ー
　
日
本
か
ら
離
れ
て
東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
タ
イ
の
あ
た
り
を
ま
わ
っ
て
い
る
と
、
そ
こ
か

ら
日
本
が
見
え
て
く
る
部
分
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
お
寺
な
ど
は
中
国
や
韓
国
ル
ー
ト
で
入
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、
家
は
あ
き
ら
か
に
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
タ
イ
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
あ
る
高
床
式
で
全
部
木
造
の
東
屋
の
よ
う
な
も
の
や
草
屋
根
も
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ

ん
日
本
だ
け
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
礼
儀
作
法
も
、
タ
イ
と
随
分
通
ず
る
も
の
が
あ

る
ん
で
す
よ
。

池
永

　奈
良
時
代
の
貴
族
な
ど
の
支
配
者
層
は
40
％
ぐ
ら
い
が
渡
来
人
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

平
安
時
代
の
初
期
頃
ま
で
、
渡
来
人
の
知
識
・
知
恵
を
活
か
し
な
が
ら
や
っ
て
い
た
と
い
う
歴

史
が
あ
り
ま
す
。

カ
ー
　
あ
の
頃
は
凄
く
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
し
た
ね
。
仏
教
に
し
て
も
、
日
本
の
仏
教
か

ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
ま
で
全
部
ひ
と
つ
で
し
た
。

池
永

　海
外
の
技
術
・
文
化
が
僧
侶
や
渡
来
人
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
日
本
的
な

も
の
を
ど
ん
ど
ん
生
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

カ
ー
　
変
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

池
永

　そ
こ
が
日
本
の
良
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
結
局
日
本
人
は
古
く
か
ら
外
の
良
い
こ
と

に
学
び
、
吸
収
し
て
、
そ
れ
を
良
い
形
で
日
本
の
文
化
と
し
て
進
化
さ
せ
て
き
た
と
い
う
史
実

が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
現
代
の
我
々
も
そ
れ
に
学
ば
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

カ
ー
　
や
は
り
「
型
」
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
本
当
に
大
事
な
「
実
」
を
見
極
め
て
ほ
し
い
。

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
残
念
な
が
ら
日
本
は
ず
っ
と
留
年
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
卒
業
で
き

て
初
め
て
古
い
町
の
活
か
し
方
が
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
成
功
す
れ
ば
、
新
し
い
町
に
も
良
い
発

想
が
生
ま
れ
る
。
高
層
ビ
ル
や
地
下
鉄
の
つ
く
り
方
と
い
っ
た
新
し
い
も
の
に
も
転
換
で
き
る

で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
資
金
力
や
経
済
力
も

あ
る
、
教
養
も
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
支
え
る
、
活
性
化
さ
せ
る
知
恵
も
、
力
も
あ
る
の
で

す
か
ら
、
何
百
年
何
千
年
積
み
重
ね
て
き
た
風
景
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
壊
れ
て
し
ま

う
前
に
、
な
ん
と
か
し
っ
か
り
卒
業
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

大阪ガス㈱エネルギー・
文化研究所長。1982年
入社後、天然ガス転換部
にて人事勤労業務、営業
部門にてマーケティング
業務に携わる。日本ガス
協会企画部長、北東部
エネルギー営業部長、近
畿圏部長を経て2016年
より現職。

Ikenaga Hiroaki

池永  寛明

古
来
あ
っ
た
外
の
視
点 

　
―
―
今
こ
そ
取
り
入
れ
、古
い
考
え
か
ら
卒
業
を

日
本
文
化
を
知
る
日
本
人
と
の
出
会
い 

　
―
―「
型
」に
囚
わ
れ
ず「
実
」を
学
ぶ 
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