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情
報
誌
﹃
C
E
L
﹄
は
、

1
1
6
号
か
ら
1
1
8
号
ま
で

「
ル
ネ
ッ
セ︵
再
起
動
︶」を
テ
ー
マ
に
、

日
本
社
会
の
抱
え
る
問
題
へ
の

新
た
な
視
点
を
提
起
す
る

連
続
特
集
企
画
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

「
ル
ネ
ッ
セ︵
再
起
動
︶」と
は
、

ラ
テ
ン
語
の
「
再
び︵ren

︶」
と

「
実
在
す
る︵esse

︶」を
組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
す
。

産
業
構
造
が
変
化
し
社
会
の
流
動
化
が
進
む
な
か
、

従
来
の
制
度
・ル
ー
ル
と
現
実
と
が
不
適
合
を
起
こ
し

社
会
の
諸
相
に
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
生
活
文
化
の
基
盤
「
都ま

市ち

」
に

蓄
え
ら
れ
て
き
た
価
値
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
、

「
ル
ネ
ッ
セ
」さ
せ
る
こ
と
で
、

未
来
へ
つ
な
ぐ
価
値
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

 対談

02 日本的な価値を取り戻し、再起動へ
 ――ルネッセ特集にあたって
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池永寛明［大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所所長］
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池
永　

情
報
誌
『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』
は
創
刊
30
周
年
を
迎
え
、
今

号
か
ら
3
号
を
、「
ル
ネ
ッ
セ
（Renesse

）」
を
テ
ー
マ
に

日
本
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
て
い
き
ま
す
。「
ル
ネ
ッ
セ（
再

起
動
）」
と
は
、
ラ
テ
ン
語
の
「
再
び
（ren

）」
と
「
実
在

す
る
（esse

）」
を
組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
す
。

地
域
社
会
に
関
わ
る
な
か
で
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
以
来
「
な
い
も
の
か
ら
つ
く
り
つ
づ
け
る
」
東

京
に
対
し
て
、
明
治
以
来
「
な
く
し
た
こ
と
を
隠
し
つ
づ

け
る
」
大
阪
と
い
う
地
域
構
造
の
課
題
で
す
。

さ
ら
に
日
本
は
少
子
高
齢
が
進
み
、
社
会
・
産
業
構
造

も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
値
観
や

制
度
や
仕
組
み
が
従
来
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
諸
相
に
適

合
不
全
が
顕
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
生
活
文
化
の
基
盤
「
都
市
」
に
あ
る
本
質
を

過
去
よ
り
掘
り
起
こ
し
、
現
代
・
未
来
へ
と
つ
な
い
で
い

く
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
来
よ
り
都
市
が
形
成

さ
れ
た
近
畿
圏
に
は
日
本
的
な
る
「
本
質
」
が
育
ま
れ
存

在
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
忘
却
し
て
い
る
。
こ
の
本
質
を

「
ル
ネ
ッ
セ
（
再
起
動
）」
さ
せ
る
こ
と
で
、
都
市
に
新
た

な
価
値
を
創
造
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
先
駆
け
と
し
て
、「
近
畿
に
お
け
る
消
費
行
動
の

分
析
」（
44
頁
）
を
行
い
ま
し
た
。
近
畿
圏
の
動
き
を
現

在
の
行
政
区
分
と
旧
令
制
国
区
分
で
比
べ
て
み
る
と
、
大

阪
府
よ
り
摂
津
国
と
捉
え
た
方
が
地
域
の
人
の
行
動
や
消

費
構
造
が
鮮
明
に
な
り
ま
し
た
。「
ル
ネ
ッ
セ
」
的
に
考

え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

松
岡　

そ
の
視
点
は
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
先
日
、
関
西

の
あ
る
銀
行
関
係
者
と
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、

同
じ
問
題
意
識
を
感
じ
ま
し
た
。

池
永　

新
し
い
も
の
に
対
す
る
受
容
性
が
低
い
と
い
う
実

態
も
浮
き
彫
り
と
な
り
、
こ
れ
も
近
畿
圏
の
地
盤
沈
下
の

一
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
首
都
圏
や
中
部
圏
に
比
べ
て
ス

マ
ホ
や
e
コ
マ
ー
ス
の
利
用
が
遅
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て

は
ど
こ
よ
り
も
新
た
な
も
の
を
受
け
入
れ
、
ス
ピ
ー
デ
ィ

に
自
分
の
も
の
に
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
阪
神
・
淡
路
大

震
災
を
体
験
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
震
保
険
の
加

入
率
が
低
い
。
未
来
を
考
え
る
よ
り
も
短
期
的
な
行
動
を

と
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
。

松
岡　

そ
れ
を
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
江
戸
後
期
の

儒
学
者
海か

い

保ほ

青せ
い

陵り
よ
う

の
『
稽け

い

古こ

談だ
ん

』
に
あ
る
「
凡お

よ
そ

大
坂
ノ
利り

ニ
精く

わ

シ
キ
ハ
、
浅
キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

利
に
精
し
い
の
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
簡
単

な
こ
と
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
す
が
、
い
ま
の
大
阪
は

「
利
に
対
す
る
編
集
力
」
が
弱
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
大
阪
の
枠
を
外
れ
る
と
、
す
ぐ
に
あ
き
ら
め

て
し
ま
う
。
ど
こ
で
間
違
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

池
永　

情
報
と
情
報
を
組
み
合
わ
せ
、
新
た
な
も
の
を
創

り
出
す
力
が
弱
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？　

今
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
伸
び
、
関
西
空
港
か
ら
大

阪
に
入
り
京
都
、
奈
良
に
移
動
さ
れ
る
。
か
つ
て
の
「
天

下
の
台
所
」
の
水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
と
よ
く
似
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
現
象
の
本
質
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
、

一
過
性
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

松
岡　

い
ろ
い
ろ
な
事
象
、
チ
ャ
ン
ス
の
兆
し
は
起
こ
っ

て
い
る
の
に
、
長
続
き
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題

で
す
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
大
阪
で
は
好
き
な
こ
と
、

自
由
な
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
錯
覚
を
日
本
中
が

し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
も
、
東
京

で
あ
れ
ば
国
が
予
算
を
つ
け
て
観
光
客
が
増
え
る
よ
う
に

計
画
し
た
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
大
阪
は
任
せ
て
い
て

も
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。

大
阪
ら
し
い
先
駆
性
を
維
持
で
き
て
い
な
い
の
は
、
パ

ト
ロ
ネ
ー
ジ
ュ
の
文
化
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
原
因

で
し
ょ
う
。
過
去
に
は
豪
商
が
懐か

い

徳と
く

堂ど
う

や
適て

き

塾じ
ゆ
く

を
つ
く
り
、

日
本
中
の
若
者
に
門
戸
を
開
き
人
づ
く
り
を
し
た
。

と
は
い
っ
て
も
、
余
裕
が
な
い
と
文
化
資
本
は
生
み
出

せ
な
い
し
、
シ
ー
ド
マ
ネ
ー
も
つ
く
れ
ま
せ
ん
。
大
阪
に

そ
れ
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
の
方
法
を
見
出
せ
ば

い
い
。
や
ん
ち
ゃ
な
も
の
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
も
の
な
ど
、

他
で
は
複
合
し
な
い
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
を
大
阪
で
起
こ

せ
ば
い
い
。
近ち

か

松ま
つ

門も
ん

左ざ

衛え

門も
ん

の
「
曾
根
崎
心
中
」
の
よ
う

に
、
心
中
事
件
と
人
形
浄
瑠
璃
を
組
み
合
わ
せ
る
発
想
は

大
阪
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。
か
つ
て
あ
っ
た
そ
う
い

う
も
の
を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

池
永　

先
日
、「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」
で
、
外
国
の

方
を
招
い
て
上
方
文
化
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
し
た

（
36
頁
）。
自
国
と
の
違
い
に
気
づ
く
一
方
、
自
国
と
の
共

通
項
を
見
た
と
い
う
外
国
人
が
多
く
、
ま
さ
に
文
化
の
本

質
で
「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
原
点
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
方
、
私
た
ち
が
自
ら
の
文
化
を
説
明
で
き
な
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
に
も
大
阪
の
弱
体
化
を
感
じ
て
い
ま
す
。

松
岡　

そ
れ
は
大
阪
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
全
体
が
抱
え

る
問
題
で
も
あ
る
。
日
本
人
が
日
本
文
化
を
説
明
で
き
て

い
な
い
の
で
す
。
ま
ず
大
阪
が
率
先
し
て
、
上
方
の
文
化

経
済
や
歴
史
を
説
明
し
て
い
く
べ
き
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
か
つ
て
の
都
と
し
て
の
京
都
、
貿

易
港
と
し
て
の
神
戸
、
古
都
と
し
て
の
奈
良
、
壬
申
の
乱

を
抱
え
た
滋
賀
、
こ
う
い
っ
た
地
理
・
時
間
軸
の
な
か
で

商
都
大
阪
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
海
保

青
陵
の
い
う
「
利
」
は
、
い
わ
ば
実
学
で
す
。
そ
こ
を
実

地
で
や
れ
た
の
は
、
大
阪
だ
け
で
し
た
。
最
先
端
の
外
か

ら
の
情
報
を
編
集
し
、
大
阪
モ
デ
ル
を
つ
く
り
先
頭
を
切

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
阪
だ
っ
た
の
で
す
。

都
市
に
埋
め
込
ま
れ
た

本
質
を
掘
り
起
こ
し
、
再
起
動
へ

新
た
な
異
な
る
情
報
を
編
集
し
、

モ
デ
ル
化
し
て
き
た
大
阪

自身が所長を務める編集工学
研究所内での松岡氏。所内に
は日本文化に関わる書物が百
科全書的に網羅されている。
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ル
化
を
行
い
、
外
に
展
開
す
る
と
こ
ろ
ま
で
が
で
き
れ
ば
、

大
阪
も
成
功
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と

え
ば
吉
本
興
業
は
、
じ
っ
く
り
と
大
阪
で
吉
本
モ
デ
ル
を

つ
く
り
あ
げ
て
か
ら
全
国
に
展
開
し
て
成
功
し
ま
し
た
。

芸
人
を
続
々
と
、
全
国
の
メ
デ
ィ
ア
や
劇
場
に
ぶ
つ
け
て
、

日
本
全
体
の
タ
レ
ン
ト
に
し
て
い
く
。
大
阪
発
の
も
の
は

吉
本
以
外
に
も
あ
り
ま
す
が
、
モ
デ
ル
化
が
で
き
て
い
な

い
段
階
で
全
国
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
。
せ
っ
か
く
で
き
つ
つ
あ
る
も
の
を
仕
上
げ
ず
手

を
抜
い
て
、「
利
に
対
す
る
編
集
力
」
を
弱
く
さ
せ
て
い

る
。
大
阪
の
企
業
は
、
外
に
出
す
前
に
、「
大
阪
モ
デ
ル

に
し
て
か
ら
外
に
展
開
す
る
」
と
い
う
大
阪
合
意
の
よ
う

な
も
の
を
つ
く
っ
た
方
が
い
い
。

池
永　

編
集
し
、
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
が
弱
く
な
っ
た
の

は
、
大
阪
市
内
に
大
学
が
な
く
な
っ
た
こ
と
も
大
き
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

松
岡　

そ
れ
は
ど
う
し
て
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

池
永　

高
度
経
済
成
長
時
代
、
大
阪
市
域
で
の
工
場
増
加

に
伴
う
人
口
増
加
が
問
題
に
な
り
「
工
場
等
制
限
法
」
が

で
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
工
場
だ
け
で
な
く
大
学
の
新

設
・
増
設
を
も
制
限
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
大
阪
市

内
に
大
学
が
減
っ
た
。
学
生
が
減
り
学
び
の
場
が
な
く
な

り
、
ビ
ジ
ネ
ス
だ
け
の
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

松
岡　

商
都
大
阪
の
失
敗
で
す
ね
。
イ
ギ
リ
ス
が
、
ラ
ン

カ
ス
タ
ー
や
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
な
ど
の
工
業
都
市
の
大
学
を

大
事
に
し
て
き
た
の
と
は
違
う
。
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
や

ロ
ー
マ
も
、
ア
ル
マ
ー
ニ
に
見
ら
れ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
産

業
や
チ
ネ
チ
ッ
タ
に
見
ら
れ
る
映
画
産
業
を
つ
く
り
あ
げ

て
き
た
の
に
、
大
阪
の
現
状
は
非
常
に
由
々
し
き
こ
と
で

す
。
メ
デ
ィ
ア
の
華
も
咲
か
な
か
っ
た
。

松
岡　

小
林
一い

ち

三ぞ
う

は
阪
急
を
つ
く
っ
た
け
れ
ど
も
、
ほ
か

に
挿
し
木
し
て
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
す
る
の
で
は
な
く
、
小

林
文
化
だ
け
が
残
っ
た
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ

村
と
小
林
文
化
が
合
体
す
る
な
ん
て
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
か
っ
た
。

池
永　

本
来
の
上
方
モ
デ
ル
で
あ
れ
ば
、
外
国
や
日
本
の

優
秀
な
若
者
を
集
め
、
坩る

堝つ
ぼ

に
し
て
、
新
た
な
も
の
を
生

み
出
せ
た
は
ず
で
す
。

松
岡　

江
戸
の
研
究
者
た
ち
と
上
方
の
こ
と
を
話
す
と
、

惜
し
む
こ
と
が
三
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

が
ア

ジ
ア
文
化
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
取
り
込
ん
で
、
知
の
一
大

セ
ン
タ
ー
に
し
た
の
に
、
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
が
生
ま

れ
な
か
っ
た
こ
と
。
次
に
『
雨う

月げ
つ

物
語
』
を
書
い
た
上
田

秋あ
き

成な
り

の
よ
う
に
自
由
に
編
集
で
き
る
上
方
モ
デ
ル
が
生
ま

れ
た
の
に
広
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
近
松
門
左

衛
門
と
井
原
西
鶴
と
い
う
編
集
力
と
早
さ
の
両
者
を
語
れ

る
人
が
い
な
い
こ
と
。

池
永　

天
下
の
台
所
を
つ
く
り
あ
げ
た
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー

文
化
を
失
い
、
明
治
に
入
り
大
き
な
産
業
資
本
、
分
業
モ

デ
ル
に
呑
み
込
ま
れ
、
も
の
づ
く
り
と
商
い
の
強
み
で

あ
っ
た
デ
ザ
イ
ン
力
が
弱
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

松
岡　

商
業
文
化
を
経
済
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

大
阪
は
大
き
く
な
り
す
ぎ
、
コ
ス
ト
の
か
か
る
大
企
業
・

産
業
構
造
に
巻
き
込
ま
れ
、
大
阪
商
人
の
本
質
や
付
加
価

値
を
生
み
出
す
力
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
大
阪
府
や
市
を

小
さ
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
モ
デ
ル
化
や
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
化
を
図
り
小
さ
く
分
け
、
機
能
性
の
高
い
も
の

に
切
り
替
え
て
い
け
ば
い
い
は
ず
で
す
。

松
岡　

私
は
、
大
阪
は
も
っ
と
「
煎
茶
」
に
賭
け
れ
ば
勝

て
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
抹
茶
で
は
な
く
、
秋
成
も
蒹
葭

過去から現在そして未来まで、日本や近畿の文化をめぐる対談は２時間に及んだ。

古
代
に
難
波
京
が
あ
り
、
遣
唐
使
が
そ
こ
か
ら
出
て
文

化
の
入
り
口
と
な
り
、
竹
内
街
道
を
越
え
飛
鳥
京
へ
と
つ

な
が
る
パ
イ
プ
が
あ
っ
た
。
中
世
で
は
渡
辺
党
が
上
町
台

地
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
大
阪
は
上
町
台
地
に
で
き
た
街
だ

か
ら
、
ま
ず
上
町
台
地
型
の
摂
津
・
船せ

ん

場ば

文
化
と
畿
内
の

各
都
市
文
化
、
歴
史
の
違
い
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。

私
は
懐
徳
堂
が
好
き
な
の
で
す
が
、
５
人
の
豪
商
が
つ

く
り
あ
げ
て
か
ら
の
三み

宅や
け

石せ
き

庵あ
ん

時
代
は
素
晴
ら
し
い
け
れ

ど
、
中な

か

井い

竹ち
く

山ざ
ん

時
代
に
権
力
に
へ
つ
ら
う
よ
う
な
こ
と
が

起
き
た
。
現
代
も
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
や
っ
て
も
、
後

に
は
評
判
が
悪
く
な
っ
た
り
、
余よ

所そ

に
出
て
い
っ
た
り
す

る
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
も
う
一
度
考
え
直
さ

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

池
永　

私
は
、
大
阪
が
「
大
阪
の
た
め
の
も
の
だ
」
と

思
っ
た
瞬
間
か
ら
大
阪
が
弱
体
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
を
立
て
て
い
ま
す
。

松
岡　

成
功
し
た
早
い
段
階
で
編
集
力
を
き
か
せ
、
モ
デ

池
永　

水
上
物
流
か
ら
鉄
道
物
流
へ
の
移
行
に
つ
づ
き
、

明
治
末
の
電
話
開
通
も
関
係
す
る
。
電
信
技
術
の
進
展
に

伴
う
銀
行
決
済
シ
ス
テ
ム
の
変
化
な
ど
で
大
阪
に
本
店
を

お
く
必
然
性
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
と
き
に
大
阪
と
し
て

の
情
報
の
流
通
網
の
組
み
替
え
が
で
き
な
か
っ
た
。

松
岡　

や
は
り
、
才
能
と
か
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
と
い
っ
た
ソ

フ
ト
面
、
そ
れ
か
ら
情
報
と
い
う
目
に
見
え
な
い
も
の
に

対
し
、「
利
」
と
は
何
か
、
型
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
の
か
と
考
え
る
と
こ
ろ
が
甘
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
も
阪
急
文
化
圏
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
あ
げ

る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
。
な
ぜ
そ
う
い
う
も
の
を
も
っ
と

つ
く
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

池
永　

時
代
背
景
と
し
て
、「
大だ

い

大お
お

阪さ
か

時
代
」
で
あ
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
関
東
大
震
災
が
あ
り
、
東
京
の

資
本
が
大
阪
に
移
り
、
東
京
の
代
替
機
能
も
取
り
込
み

「
大
大
阪
」
と
し
て
伸
び
ま
し
た
。
が
、
上
方
の
本
質
で

あ
る
「
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
文
化
」
と
は
違
う
産
業
シ
ス
テ

ム
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

産
業
構
造
の
変
化
と

上
方
文
化
の
衰
退

日
本
的
な
文
化
、精
神
性
を
引
き
継
ぎ
、

ア
ジ
ア
の
拠
点
に
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く
変
わ
っ
た
。

松
岡　

上
方
文
化
に
は
江
戸
の
分
節
力
に
は
な
い
「
間ま

」

が
あ
る
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
女
性
文
化
も
大
切
で
す
。『
夫め

お

と婦
善ぜ

ん

哉ざ
い

』

の
よ
う
な
女
性
が
し
っ
か
り
し
た
作
品
も
あ
れ
ば
、
か
つ

て
マ
ヒ
ナ
ス
タ
ー
ズ
が
歌
っ
て
い
た
よ
う
な
男
性
す
ら
女

性
的
に
な
っ
て
し
ま
う
文
化
が
あ
り
ま
し
た
。

池
永　

女
性
文
化
が
花
開
か
な
い
の
は
、
女
性
の
働
き
場

が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
東
京
一
極
集
中
に

な
っ
て
し
ま
い
、
大
阪
で
働
き
た
い
と
い
う
女
性
は
い
る

の
に
、
活
躍
す
る
場
が
少
な
い
、
不
適
合
が
起
き
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
。

松
岡　

儒
教
、
仏
教
、
道
教
と
い
っ
た
も
の
を
捉
え
直
す

必
要
も
あ
り
ま
す
。
儒
教
は
ま
さ
に
懐
徳
堂
以
降
の
商
人

が
も
っ
て
い
た
心
学
で
、
道
教
は
エ
ビ
ス
さ
ん
み
た
い
な

仙
人
的
な
も
の
で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
も
の
を
も
う
一
度

出
し
て
、
大
阪
と
ア
ジ
ア
の
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
起

こ
す
べ
き
で
す
。
か
つ
て
の
ア
メ
リ
カ
村
の
よ
う
に
、
大

阪
の
ア
ジ
ア
化
、
ア
ジ
ア
と
の
ト
ラ
ン
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
取
り
込
み
融
合
さ
せ
た
拠
点
を
大
阪
は
目
指
す
べ
き
で

す
。
観
光
客
が
来
る
街
づ
く
り
で
は
な
く
、
イ
コ
ン
と
ア

ず
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
と
っ
て
も
大
切
で
す
ね
。

松
岡　

決
し
て
大
阪
だ
け
が
ダ
メ
な
の
で
は
な
く
、
日
本

全
体
が
ダ
メ
だ
か
ら
、
大
阪
は
チ
ャ
ン
ス
と
考
え
る
べ
き

で
す
。

松
岡　

私
は
か
ね
て
か
ら
、
川
を
主
体
に
文
化
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
川
は
区
画
を
越

え
て
い
き
ま
す
か
ら
ね
。
た
と
え
ば
淀
川
は
ど
う
で
し
ょ

う
？

池
永　

淀
川
は
、
モ
ノ
の
交
易
・
人
と
情
報
の
交
流
の
場

で
し
た
。
天
下
の
台
所
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
は
水
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
す
。
海
と
船
上
輸
送
に
て
外
と
つ
な
が
り
、

融
合
し
て
価
値
創
造
さ
れ
る
淀
川
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で

す
。

「
ル
ネ
ッ
セ
」
は
、「
場
・
交
・
耕
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

し
て
（
10
頁
）、
３
号
を
通
し
て
具
体
的
な
考
察
を
進
め

て
い
く
予
定
で
す
。
今
号
の
「
場
」
で
は
過
去
か
ら
現
代
、

未
来
と
い
う
時
間
軸
の
な
か
で
の
都
市
の
あ
り
方
を
問
い
、

「
交
」
で
は
海
・
川
・
道
な
ど
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
網
と
“
交

わ
る
”
と
い
う
視
点
か
ら
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
文
化
を
捉
え

る
。
そ
し
て
「
耕
」
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー
の
本
来
の
意
味
の

「
耕
す
・
栽
培
」
と
し
て
の
文
化
で
す
。

こ
の
「
場
」「
交
流
」「
文
化
」
を
見
直
し
、
か
つ
て
確

実
に
存
在
し
た
本
質
に
新
た
な
情
報
・
技
術
を
融
合
し
て
、

都
市
、
そ
し
て
日
本
を
ル
ネ
ッ
セ
（
再
起
動
）
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

松
岡　

よ
い
案
だ
と
思
い
ま
す
。「
場
・
交
・
耕
」
で
ト

ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
ど
う
き
か
せ
、
ど
う
本
質
を
再
起

動
で
き
る
か
と
い
う
モ
デ
ル
を
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
ら
い

い
で
す
ね
。

池
永　

人
口
構
造
、
技
術
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
な
ど
劇
的
な

変
化
が
起
こ
り
つ
あ
り
、
都
市
や
都
市
文
化
を
豊
か
に
す

る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
松
岡
さ
ん
の
編
集
工
学
の
基
本

「
守
・
破
・
離
」
の
「
守
」
に
、「“
型
”
は
思
っ
た
よ
り

も
自
由
だ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

そ
の
方
法
論
で
ル
ネ
ッ
セ
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

松
岡　

期
待
し
て
い
ま
す
。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

所
長
。
1
9
5
9
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
携
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
よ
り
現
職
。

堂
も
好
き
だ
っ
た
煎
茶
文
化
で
す
ね
。
抹
茶
文
化
が
つ
く

り
あ
げ
た
し
つ
ら
え
、
ふ
る
ま
い
、
お
も
て
な
し
に
対
し

て
、
一
杯
一
銭
の
や
り
取
り
を
広
げ
て
ほ
し
か
っ
た
。

池
永　

船
場
・
商
人
文
化
の
な
か
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

松
岡　

あ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
大
阪
独
自
の
作
法
や
仕
切

り
に
し
な
か
っ
た
。
何
で
も
無
料
サ
ー
ビ
ス
に
し
た
。

池
永　

住
文
化
で
い
え
ば
、
京
都
と
外
観
は
似
て
い
ま
す

が
、
大
阪
ら
し
い
実
利
的
、
機
能
的
な
商
人
文
化
が
障
子

や
掛
け
軸
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
大
正
・
昭
和
初
期
の
住

宅
に
は
江
戸
以
来
の
文
化
が
残
っ
て
い
て
、
外
国
人
の
方

が
「
ス
マ
ー
ト
」
と
感
じ
と
っ
て
い
ま
す
。

松
岡　

茶
室
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
が
、
大
阪
は
茶
室

空
間
を
増
や
す
べ
き
た
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
大
切
な
こ
と

は
、
ヒ
ョ
ウ
柄
の
よ
う
な
ケ
バ
く
て
ギ
ト
ギ
ト
し
た
文
化

と
、「
え
え
な
あ
」「
上
品
や
な
あ
」
と
い
う
船
場
の
高
踏

美
学
と
を
両
立
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
す
。

池
永　

１
９
６
０
年
代
に
、
心
斎
橋
の
百
貨
店
が
「
お
い

で
や
す
」
と
い
う
挨
拶
言
葉
を
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」

に
変
え
た
こ
と
が
、
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
１
０
０
年
で
大
阪
の
言
葉
は
大
き

研究所内には「守・破・離」の提灯が吊されている。
基本の型を変幻自在に応用するための思考法だ。

本の茶室に見立てられた編集工学研究所の
玄関口。床の間がしつらえられ、素木づくりの
本棚には古今東西の全集が設置されている。

イ
ド
ル
に
満
ち
た
儒
・
仏
・
道
を
加
え
た
方
が
い
い
。
ア

ジ
ア
圏
の
多
く
は
ま
だ
新
興
国
で
、
儒
・
仏
・
道
を
き
ち

ん
と
考
え
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
う
ち

精
神
や
心
を
振
り
返
り
は
じ
め
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
大
阪

が
先
取
り
で
き
れ
ば
強
み
に
な
り
ま
す
。

池
永　

恵
比
須
さ
ん
は
商
人
の
神
様
や
福
の
神
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
障
害
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
エ
ビ
ス

（
ヒ
ル
コ
）
が
西
宮
に
た
ど
り
つ
い
た
ヒ
ル
コ
伝
説
が
起
源

に
あ
り
、
外
か
ら
来
た
も
の
を
受
け
入
れ
、
弱
者
に
対
す

る
温
か
い
目
線
が
こ
の
地
に
は
あ
り
ま
し
た
。

松
岡　

そ
れ
が
大
阪
の
隠
れ
た
よ
い
と
こ
ろ
で
す
。
四
天

王
寺
、
蓮
如
、
日
想
観
、
俊
徳
丸
、
説
教
節
、
観
音
め
ぐ

り
な
ど
、
み
ん
な
弱
者
救
済
型
で
す
。

池
永　

近
畿
に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
精
神
が
脈
々
と
流

れ
て
い
ま
す
。

松
岡　

恵
比
須
さ
ん
を
「
え
べ
っ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
の
は
大

阪
だ
け
で
す
。
正
負
が
ひ
っ
く
り
返
り
、
負
が
正
に
な
っ

て
い
く
。
ヒ
ル
コ
的
な
も
の
が
恵
比
須
的
な
も
の
に
な
る

と
い
う
の
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
、
百
太
夫
、
淡
島
信

仰
と
か
全
て
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
出
す
べ
き
で
す
。

池
永　

そ
う
い
う
精
神
的
な
部
分
が
、
近
畿
圏
の
み
な
ら

「
場
・
交
・
耕
」
を
切
り
口
に

日
本
を
捉
え
直
す

松
岡
正
剛

ま
つ
お
か
・
せ
い
ご
う

㈱
編
集
工
学
研
究
所
所
長
、
イ
シ
ス
編

集
学
校
校
長
。
1
9
4
4
年
、
京
都
府
生

ま
れ
。
71
年
㈱
工
作
舎
設
立
、
総
合
雑

誌
﹃
遊
﹄
を
創
刊
。
87
年
編
集
工
学
研
究

所
を
設
立
。
以
降
、
情
報
文
化
と
日
本

文
化
を
重
ね
る
研
究
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
従
事
。
2
0
0
0
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
に
イ
シ
ス
編
集
学
校
を
開
校
し
、

ブ
ッ
ク
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
﹁
千
夜
千
冊
﹂

連
載
を
開
始
。﹃
知
の
編
集
工
学
﹄﹃
知

の
編
集
術
﹄﹃
多
読
術
﹄﹃
日
本
と
い
う

方
法
﹄﹃
松
岡
正
剛
千
夜
千
冊
﹄︵
全
7
巻
︶

な
ど
著
書
多
数
。
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囲炉裏で過ごすということの「本質・意味」を
読み解き、新たな情報や技術と融合・編集し、
新たな価値を創造する

昔あった佳きもの、美しきもの、本質を発掘し、
「型」「モデル」をつくり、見える化、アーカイブ化する。

囲炉裏空間を現代的な新たなものにアップデー
トして置き換える

昔あったもの（囲炉裏）をそのままの形である囲
炉裏として戻す

アップデートされた価値に、内×外、過去×未来という
4つの軸を融合することで、新たな価値を創造する。

過去より引き継がれるものに、新たなもの、
外から学んだものを組み合わせて、
価値のアップデートを図り、新たな「型」をつくる。

都市・地域・コミュニティに埋め込まれた価値は、一様ではなく相互に連関した複合的・多様なものである。
その複合的な本質に、「場」「交」「耕」の３つの視点から迫り、３号の有機的なつながりから、
本質を再び実在させるべく「ルネッセ（再起動）」戦略の全体像を提示する。

日本は新たな情報や技術を外より収集し受け入れ、過去と現在を融合させ、価値をアップデートしてきた。
さらに「守」「破」「離」というプロセスを経て日本を成熟させてきた。

しかしいつからか、かつてあった日本的なるものから新たなものにつくり替え、都市・地域を、価値観を変えてしまった。
分断された過去と現在とを、内と外とをつなぎなおし、都市・地域が持っていた「本質」を

ルネッセ（再起動［Renesse］）させ、新たな価値をつくりあげていきたい。

◉再現 ◉再生［アップデート］ ◉再起動［ルネッセ］

116号

都
ま

市
ち

を問い直す

場 
日本は過去にあった日本的なるものを捨て、新
たなまちづくりを進めてきた。過去の再現でも
再生でもなく、かつて存在した「本質」を掘り起
こし、新たなものと融合し、新たな価値を創造
し、都市・地域を再起動する方法を考える。

117号

交
つ な が り

流を問い直す

交
水路・陸路の結節点には物とともに人・情報
が集まり、交流・変換がおこなわれた。内と
外からの新たなもの・優れたものと、その場
が持つ本質とを掛け合わせ、交えて流すという

「トランスミッション」のあり方を考える。

118号

文化を問い直す

耕
文化はラテン語の「耕作し栽培する」が語源。
種から作物を収穫するプロセスの円滑化×各
ステップの最適化にて文化が生まれる。地
域を耕作し、地域をよりよいものにし、未来
に引き継ぐ文化のつくり方を考える。

◉「ルネッセ」の方法論 「内」×「外」と「過去」×「未来」という4 つの軸を組み合わせ、
「守」「破」「離」の３つのステップを踏んで、新たな価値を創造する。

守

破

離

3.過去の軸

4.未来の軸 2.外の軸

1.内の軸

破
STEP 2

離
STEP 3

守
STEP 1

過去の情報
内からの情報

新たな情報
異なる情報

現在の価値

目指すべき
新たな
価値

アーカイブ化

Renesse（再び [ren]×実在する[esse]）とは－－

　
　
　

 ﹁
場﹂︱︱ 

都ま

市ち

を
問
い
直
す
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谷
　
今
回
の
対
談
を
行
う
場
所
と
し
て
、
三
浦
さ
ん
の
手

が
け
た
建
築
が
あ
る
候
補
地
の
な
か
か
ら
、
ぜ
ひ
気
仙
沼

に
行
き
た
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
。
大
阪
を
拠
点
と
す
る

私
と
し
て
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
と
き
に
い
ろ
い
ろ

思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

当
時
、
私
が
主
査
を
し
て
い
た
日
本
建
築
学
会
近
畿
支

部
の
建
築
史
部
会
で
は
、
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
数
寄

屋
風
の
邸
宅
な
ど
、
阪
神
間
の
歴
史
的
建
造
物
の
被
害
状

況
を
手
分
け
し
て
調
査
し
た
ん
で
す
が
、
構
造
の
専
門
家

が
倒
壊
の
危
険
が
あ
る
と
い
う
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
や
イ
エ

ロ
ー
カ
ー
ド
を
貼
る
と
、
貼
ら
れ
た
所
有
者
は
も
う
ア
カ

ン
と
思
っ
て
し
ま
う
。
僕
た
ち
が
い
く
ら
、
こ
れ
は
歴
史

的
に
意
味
が
あ
る
大
事
な
建
物
で
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
ら
二
度
と
つ
く
れ
な
い
と
話
し
て
も
、
命
に
関
わ
る
の

で
こ
わ
い
か
ら
建
て
替
え
る
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
大
半
で
、

無
力
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
芦
屋
の
重
厚
な
邸
宅
が
軽
い
プ

レ
ハ
ブ
の
住
宅
に
置
き
換
わ
っ
て
、
は
た
し
て
数
十
年

た
っ
て
落
ち
着
い
た
街
並
み
に
な
る
の
か
。
ま
ち
と
い
う

の
は
馴
れ
親
し
ん
だ
街
並
み
が
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
深
み
が
出
る
と
思
う
の
で
、
途
中
で
断
絶
し

て
し
ま
っ
た
の
は
非
常
に
残
念
で
す
。

そ
れ
だ
け
に
、
三
浦
さ
ん
が
ど
ん
な
思
い
で
東
北
で
新

し
い
建
物
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
建
築
家
と
し
て

の
矜
持
を
う
か
が
う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
大
阪
で

な
す
べ
き
こ
と
の
ヒ
ン
ト
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
れ
ば
と
考

え
た
わ
け
で
す
。

三
浦　

僕
が
最
初
に
気
仙
沼
に
来
た
の
は
、
震
災
か
ら
約

半
年
後
で
、
以
前
か
ら
お
付
き
合
い
が
あ
っ
た
糸
井
重
里

さ
ん
に
「
距
離
が
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
て
も
現
地
で
必
要

な
も
の
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
現
地
に
御
用
聞

き
に
行
こ
う
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。
そ
の
直
後
に
縁
あ
っ
て
出
会
っ
た
の
が
気
仙
沼

観
光
タ
ク
シ
ー
の
社
長
、
宮
井
和
夫
さ
ん
で
し
た
。
初
対

面
で
10
分
ぐ
ら
い
話
し
た
だ
け
で
「
家
を
建
て
て
ほ
し

い
」
と
頼
ま
れ
ま
し
た
。
僕
の
こ
と
も
三
角
屋
も
誰
一
人

知
ら
な
い
ま
ち
に
来
た
こ
と
で
、
自
分
の
新
し
い
役
目
が

開
け
た
気
が
し
ま
す
。
こ
の
6
年
間
に
気
仙
沼
で
10
件
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
り
、
今
も
2
件
が
進
行
中
で
す
。

谷
　
ご
自
宅
は
ど
ち
ら
に
建
て
ら
れ
た
ん
で
す
か
？

三
浦　

も
と
の
家
は
海
の
そ
ば
に
あ
っ
て
津
波
で
流
さ
れ

た
の
で
、
新
た
に
山
の
方
の
土
地
に
建
て
ま
し
た
。
土
地

の
選
定
に
約
3
年
か
か
り
ま
し
た
。
宮
井
家
が
今
後
代
々

住
む
に
は
ど
ん
な
場
所
が
い
い
か
、
会
社
や
ま
ち
と
の
距

離
を
考
え
る
と
選
択
肢
は
意
外
に
少
な
い
。
自
分
は
家
を

つ
く
る
プ
ロ
の
仕
事
を
す
る
う
ち
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
土

地
を
選
ぶ
プ
ロ
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
土
地
で
あ

れ
ば
健
康
的
な
い
い
家
が
建
つ
と
い
う
の
は
感
覚
的
に
わ

か
り
ま
す
。
通
例
で
は
不
動
産
屋
の
仕
事
で
す
が
、
実
際

に
は
そ
う
い
う
判
断
は
し
て
く
れ
な
い
。
被
災
地
で
の
家

づ
く
り
の
経
験
か
ら
、
こ
れ
は
今
後
さ
ら
に
求
め
ら
れ
る

職
能
に
な
り
う
る
な
と
い
う
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

谷
　
そ
こ
ま
で
含
め
て
一
緒
に
建
物
が
つ
く
れ
る
と
い
う

の
は
、
大
変
だ
け
ど
建
築
家
冥
利
に
尽
き
る
仕
事
で
す
ね
。

こ
ち
ら
の
社
屋
の
方
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
人
工
地

盤
の
上
に
木
造
の
建
物
群
が
建
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
発

想
は
ど
こ
か
ら
来
た
ん
で
し
ょ
う
？

三
浦　

こ
れ
は
も
と
も
と
、
気
仙
沼
市
と
隣
接
す
る
岩
手

県
陸
前
高
田
市
の
集
落
を
ど
う
再
建
す
る
か
を
考
え
て
い

た
と
き
に
構
想
し
た
も
の
で
す
。
そ
こ
で
は
12
m
の
高

さ
に
土
を
盛
っ
て
、
そ
の
上
に
ま
ち
を
つ
く
ろ
う
と
い
う

計
画
が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
も
の
す
ご
い

量
の
土
が
要
る
し
、
空
間
と
し
て
は
何
も
生
か
さ
れ
な
い
。

そ
れ
よ
り
、
現
代
の
技
術
を
使
っ
て
ま
ず
安
定
し
た
骨
格

被
災
地
で
発
見
し
た
自
分
の
新
し
い
役
目

右は気仙沼観光タクシーの
社長、宮井和夫さん（写真左）
の自邸。建築設計だけでな
く、土地探しから庭づくりま
で三浦さんが担当。「三浦さ
んを信じ、すべて任せること
を突き通しました」と宮井さん。

京都に本拠を置く三浦さんが縁あって設計した㈱気仙沼観光タクシーの新社屋にて。
谷さんは気仙沼に今後の大阪のまちづくりのタネを見つけに来たと語る。

災
害
が
多
発
す
る
近
年
の
日
本
で
は
、
被
災
地
で
の
復
興
を
は
じ
め
、
ま
ち

づ
く
り
の
あ
り
方
が
根
底
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
ち
の
歴
史
や
文
化
を

継
承
し
た
豊
か
な
生
活
空
間
＝「
場
」
の
再
生
は
い
か
に
進
め
ら
れ
て
き
た

か
。
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
で
館
長
を
務
め
、
上
方
の
建
築
文
化
・
生
活
文

化
を
研
究
す
る
谷
直
樹
氏
と
、
数
寄
屋
建
築
の
手
法
を
用
い
て
精
力
的
に
東

北
の
復
興
に
携
わ
る
三
浦
史
朗
氏
に
、
今
後
、
地
域
・
社
会
を
再
起
動
す
る

た
め
の
「
場
」
づ
く
り
に
必
要
な
視
点
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

大
山
直
美
＝
構
成

奥
山
淳
志
＝
撮
影

震
災
が
問
う

社
会
と「
場
」

Tani N
aoki

M
iura Shirō

谷
直
樹

三
浦
史
朗

対
談

［
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
館
長
］

［
構
匠
︑㈱
三
角
屋
取
締
役
］
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を
つ
く
り
、
な
お
か
つ
車
と
人
を
2
層
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
と
発
想
し
た
ん
で
す
が
、
結
局
実
現
に
は
至

ら
な
か
っ
た
た
め
、
ず
っ
と
温
め
て
い
た
ん
で
す
。

谷
　
な
る
ほ
ど
、
ま
ち
づ
く
り
の
モ
デ
ル
を
縮
小
し
て
当

て
は
め
た
ん
で
す
か
。
タ
ク
シ
ー
会
社
は
広
い
駐
車
場
が

必
要
だ
か
ら
、
2
層
の
構
造
は
ち
ょ
う
ど
理
に
か
な
っ
て

い
ま
す
ね
。

三
浦　

実
は
最
初
の
年
は
三
角
屋
の
利
益
の
う
ち
か
ら
、

あ
る
金
額
を
日
本
赤
十
字
社
を
通
し
て
被
災
地
に
寄
付
し

た
ん
で
す
。
で
も
、
何
に
ど
う
使
わ
れ
た
か
も
わ
か
ら
ず
、

自
分
た
ち
が
稼
い
だ
大
事
な
お
金
が
消
え
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
ま
ず
自
分
が
動
こ
う

と
思
い
、
月
3
日
は
東
北
に
く
る
こ
と
に
決
め
、
前
年
寄

ち
で
す
が
、
会
社
と
個
人
の
両
方
の
社
会
貢
献
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
実
践
な
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
会
社

経
営
の
し
か
た
、
お
金
の
生
か
し
方
が
あ
る
の
か
と
、
非

常
に
感
心
し
ま
し
た
。

三
浦　

と
も
か
く
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ま
ち
な
の

で
、
お
題
も
む
ず
か
し
く
速
度
も
必
要
で
、
1
0
0
年

ぐ
ら
い
か
け
て
や
る
こ
と
を
ギ
ュ
ッ
と
5
年
ぐ
ら
い
に
凝

縮
し
て
体
験
さ
せ
て
も
ら
っ
た
感
じ
で
す
。

谷
　
そ
れ
ほ
ど
充
実
感
が
あ
る
と
な
か
な
か
や
め
ら
れ
な

い
で
し
ょ
う
ね
。
建
築
は
完
成
時
だ
け
で
な
く
、
そ
の
影

響
が
何
年
に
も
及
び
ま
す
か
ら
。
き
っ
と
三
浦
さ
ん
の
仕

事
に
触
発
さ
れ
た
職
人
も
出
て
く
る
し
、
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
建
築
家
の
な
か
に
も
、
こ
れ
を
超
え
る
仕
事
を
し
な
け

れ
ば
と
思
う
人
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う

ま
ち
の
記
憶
に
つ
な
が
る
場
の
原
点
を
つ
く
ら
れ
た
ん
だ

と
思
い
ま
す
。

三
浦　

こ
の
タ
ク
シ
ー
会
社
の
社
屋
に
関
し
て
、
も
う
一

つ
付
け
加
え
る
と
「
被
害
を
建
物
に
遺
す
」
こ
と
は
僕
の

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
建
物
は
人
の
一
生
よ
り
は

る
か
に
寿
命
が
長
い
の
で
、
こ
こ
は
ど
う
い
う
場
所
か
を

目
に
見
え
る
形
で
遺
そ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
地
域

は
い
わ
ゆ
る
津
波
の
よ
う
な
勢
い
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

じ
わ
じ
わ
と
水
位
が
上
が
り
、
地
上
2
・
5
m
ま
で
水

に
浸
か
り
ま
し
た
。
本
来
は
そ
う
い
う
場
所
に
建
物
を
つ

く
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
が
、
物
事
は
そ
う
簡
単
に
は
い

か
な
い
の
で
、
被
害
が
あ
っ
た
敷
地
を
再
生
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
か
つ
て
の
被
害
を
建
物
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
は
、

被
災
地
で
役
目
を
担
っ
た
人
間
と
し
て
絶
対
に
し
て
お
か

な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
本
当
は
周
辺
の
建
物

も
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
2
・
5
m
の
高
さ
に
人
工
地
盤

を
つ
く
っ
て
2
階
に
デ
ッ
キ
を
設
け
て
く
れ
た
ら
、
よ
り

ま
ち
の
記
憶
も
残
り
、
ま
ち
全
体
が
つ
な
が
る
の
に
と
思

い
ま
す
が
、
現
実
は
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
い
で
す
ね
。

谷
　
そ
の
土
地
の
歴
史
や
文
化
を
ど
う
残
し
て
い
く
か
は
、

地
域
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

同
じ
関
西
で
も
大
阪
と
京
都
で
は
だ
い
ぶ
違
う
。
梅
棹
忠

夫
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
京
都
は
外
か

ら
き
た
人
が
自
分
た
ち
の
ル
ー
ル
に
従
わ
な
い
と
排
除
す

る
が
、
ル
ー
ル
に
倣
え
ば
と
て
も
住
み
や
す
い
ま
ち
な
ん

や
。
と
こ
ろ
が
、
大
阪
人
は
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
で
、
外

か
ら
来
た
人
に
合
わ
せ
て
し
ま
う
の
で
、
大
阪
の
文
化
の

真
髄
が
だ
ん
だ
ん
薄
れ
て
し
ま
う
」
と
。

私
が
館
長
を
務
め
る
「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」
を
最

初
に
ど
う
運
営
し
よ
う
か
と
考
え
た
と
き
に
も
、
大
阪
ら

し
さ
を
伝
え
る
博
物
館
で
展
示
す
る
価
値
が
あ
る
の
は
、

大
阪
の
「
人
」
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

今
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
「
町
家
衆
」
と
呼
ん
で
い
る
人
た

ち
に
、
あ
の
空
間
の
中
で
自
由
に
お
客
さ
ん
を
も
て
な
し

て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
た
ん
で
す
。
開
館
当
時
か
ら
い

ら
っ
し
ゃ
る
86
歳
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
着
物
を
着
て
薬
屋

の
主
人
に
な
り
き
っ
て
、「
昔
の
へ
っ
つ
い
（
か
ま
ど
）
の

火
は
こ
う
や
っ
て
焚
い
た
ん
や
」
と
話
す
と
、
お
客
さ
ん

に
す
ご
く
伝
わ
る
ん
で
す
ね
。

三
浦　

気
仙
沼
の
人
た
ち
も
本
当
に
温
か
く
迎
え
て
く
れ

る
人
た
ち
で
、
も
う
「
ウ
ェ
ル
カ
ム
の
塊
」
み
た
い
な
ん

で
す
（
笑
）。
何
も
な
く
な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
い
つ
も

こ
ち
ら
が
満
腹
で
帰
る
と
い
う
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
毎
回

感
動
し
て
帰
っ
て
い
く
。

谷
　
昨
日
今
日
と
三
浦
さ
ん
が
手
が
け
た
建
築
を
見
て
回

り
ま
し
た
が
、
建
主
の
皆
さ
ん
は
あ
れ
だ
け
の
被
害
に

遭
っ
た
ら
、
将
来
へ
の
展
望
を
失
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
と

思
う
の
に
、
自
分
た
ち
で
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う

気
持
ち
が
と
て
も
強
い
。
そ
れ
は
空
間
や
デ
ザ
イ
ン
が
持

つ
力
も
大
き
く
て
、
形
が
あ
る
と
い
う
の
は
す
ご
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
三
浦
さ
ん
の
よ
う
に
い
い
仕
事
を
す
れ

ば
、
ち
ゃ
ん
と
次
の
展
望
が
拓
け
る
ん
だ
な
あ
と
。
今
さ

ら
な
が
ら
建
築
の
力
を
再
確
認
す
る
思
い
が
し
ま
し
た
。

三
浦　

特
に
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
際
、
建
築
家
が
持
ち

が
ち
な
「
作
品
を
つ
く
る
」
と
い
う
意
識
は
邪
魔
で
す
。

き
れ
い
ご
と
で
は
な
く
、
こ
の
社
屋
も
自
邸
も
宮
井
さ
ん

の
作
品
で
あ
っ
て
、
僕
は
そ
れ
を
長
く
持
た
せ
る
た
め
に

雇
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
立
ち
位
置
を
誤
る
と
、

そ
の
場
所
ら
し
さ
や
住
む
人
ら
し
さ
は
全
然
と
ど
ま
ら
な

い
ん
で
す
。

そ
も
そ
も
今
の
建
築
家
の
多
く
は
、
新
た
に
デ
ザ
イ
ン

す
る
こ
と
と
、
過
去
や
周
辺
か
ら
参
照
し
て
持
っ
て
く
る

べ
き
こ
と
の
線
引
き
を
ま
ち
が
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
新
た
に
ま
ち
の
骨
格
を
つ
く
る

に
は
、
何
か
共
通
の
デ
ザ
イ
ン
を
ベ
ー
ス
に
し
た
建
物
を

考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
建
築
家
の
天
才
的
な
セ

ン
ス
は
要
ら
な
い
。
そ
れ
は
内
部
で
発
揮
す
れ
ば
い
い
の

で
、
外
観
は
あ
る
意
味
、
コ
ピ
ー
し
や
す
い
状
態
で
つ
く

る
。
町
と
し
て
、
景
色
と
し
て
、
い
か
に
全
体
感
を
も
っ

た
意
識
で
つ
く
れ
る
か
が
こ
れ
か
ら
の
プ
ロ
の
生
き
方
で

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

谷
　
確
か
に
そ
の
土
地
が
持
つ
共
通
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
を

生
か
し
て
、
ま
ち
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
と
て
も
大
事
な

こ
と
で
す
。
こ
の
周
辺
の
ま
ち
の
復
興
を
見
て
も
、
隣
同

士
、
ま
っ
た
く
縁
の
な
い
デ
ザ
イ
ン
で
、
ど
こ
の
都
市
に

も
あ
る
よ
う
な
建
物
が
並
ん
で
い
る
の
は
残
念
で
す
ね
。

今
、
三
浦
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
意
識
は
最
近
の

建
築
家
の
な
か
で
は
広
が
り
つ
つ
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

三
浦　

広
が
ら
な
い
で
す
ね
、
僕
も
は
っ
き
り
言
っ
て
変

人
で
す
か
ら
（
笑
）。
大
学
院
ま
で
出
て
、
大
工
の
も
と

へ
修
業
に
入
っ
た
の
は
2
0
0
人
中
数
人
で
し
た
し
。

谷
　
私
も
大
学
の
建
築
学
科
で
、
建
築
史
を
専
攻
し
た
の

は
90
人
中
1
人
で
し
た
。
当
時
は
高
度
経
済
成
長
の
後
期

で
、
学
生
の
大
半
は
建
築
設
計
や
都
市
計
画
を
選
び
ま
し

た
か
ら
、
私
が
歴
史
を
や
り
た
い
と
言
っ
た
ら
、
先
生
に

「
君
は
ち
ょ
っ
と
体
が
悪
い
ん
か
」
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
で

す
（
笑
）。
お
話
を
聞
い
て
る
と
、
三
浦
さ
ん
は
す
ご
く

職
人
魂
を
持
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
も
の
づ
く
り
の

ま
ち
・
京
都
で
生
ま
れ
育
っ
た
か
ら
、
そ
う
い
う
D
N
A

ま
ち
づ
く
り
に
建
築
家
の
個
性
は
要
ら
な
い

目
に
見
え
る
形
で
被
害
を
建
物
に
遺
す

付
し
た
お
金
と
同
額
を
、
自

分
が
関
わ
る
建
物
の
工
事
費

の
一
部
に
充
て
る
こ
と
に
し

た
ん
で
す
。
例
え
ば
、
陸
前

高
田
の
八
木
澤
商
店
の
新
社

屋
で
は
、
外
壁
の
側
面
を
全

面
「
な
ま
こ
壁
」
に
し
ま
し

た
が
、
あ
の
壁
の
施
主
は
三

角
屋
で
す
。
歴
史
あ
る
八
木

澤
商
店
の
佇
ま
い
を
少
し
で

も
再
現
す
る
こ
と
が
、
将
来

に
わ
た
り
ま
ち
に
と
っ
て
意

味
を
持
つ
と
思
っ
た
の
で
。

谷
　
普
通
は
会
社
と
し
て
貢

献
す
る
か
、
個
人
と
し
て
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す

る
と
い
う
ふ
う
に
分
か
れ
が

上／広いデッキのある2階。鉄筋コンクリートの人工地盤の上に、木造の建物が建ち、緑が茂る。
下／道路側外観。建物の構成が一目瞭然。カラフルな車体は地元の子どもの絵をあしらったもの。

新社屋の中庭から2階を見る。シンボルツリーはなんじゃもんじゃの木。
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三
浦
史
朗

み
う
ら
・
し
ろ
う

構
匠
、
㈱
三
角
屋
取
締
役
。

1
9
6
9
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大

学
理
工
学
部
建
築
学
科
・
大
学

院
卒
業
後
、
中
村
外
二
工
務
店

設
計
部
に
入
店
。
退
店
後
は
㈱

と
ふ
う
を
設
立
。
2
0
0
5
年
、

﹁
三
角
屋
﹂
に
改
名
し
取
締
役
を

務
め
る
傍
ら
12
年
に
は
㈱
六
角

屋
を
設
立
、
代
表
取
締
役
を
兼

任
す
る
。
東
京
糸
井
重
里
事
務

所
の
内
装
や
﹁
気
仙
沼
の
ほ
ぼ

日
﹂
な
ど
、
多
数
の
設
計
施
工

を
手
が
け
て
い
る
。

谷
直
樹

た
に
・
な
お
き

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
︵
大
阪
市

立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
︶
館

長
。
1
9
4
8
年
生
ま
れ
。
大
阪

市
立
大
学
名
誉
教
授
。
京
都
大

学
大
学
院
工
学
研
究
科
建
築
学

専
攻
博
士
課
程
修
了
。
専
門
は
、

建
築
史
・
居
住
文
化
史
・
博
物
館

学
。
今
昔
館
の
先
駆
的
な
企
画
・

運
営
で
日
本
建
築
学
会
賞
お
よ

び
同
教
育
賞
な
ど
を
受
賞
。
著
書

に
﹃
町
に
住
ま
う
知
恵
︱
︱
上
方

三
都
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
﹄
な
ど

が
あ
る
。

谷
　
数
寄
屋
と
は
桂
離
宮
と
か
茶
室
の
こ
と
だ
と
日
本
人

は
考
え
が
ち
で
す
が
、
利
休
が
出
て
2
0
0
年
の
間
に

形
式
化
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
悲
劇
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
建
築
家
の
な
か
に
は
ち
ゃ
ん
と
数
寄
屋
を
学

ば
ず
し
て
「
お
れ
は
数
寄
屋
を
つ
く
っ
た
」
と
言
っ
て
い

る
人
が
少
な
く
な
い
で
す
が
、
三
浦
さ
ん
は
中
村
外
二
さ

ん
の
と
こ
ろ
で
厳
し
く
数
寄
屋
を
学
び
、
そ
れ
を
1
回
砕

い
て
い
き
な
が
ら
、
自
分
な
り
の
数
寄
屋
を
つ
く
っ
て
い

て
、
そ
れ
こ
そ
が
本
当
の
意
味
で
の
数
寄
屋
だ
と
い
う
気

が
し
ま
す
。
誰
も
が
知
っ
て
い
る
形
で
な
い
と
数
寄
屋

じ
ゃ
な
い
と
批
判
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と

言
っ
て
い
た
ら
文
化
財
と
し
て
し
か
残
ら
な
い
し
、
現
代

や
未
来
に
継
承
し
て
い
く
の
は
む
ず
か
し
い
。

三
浦　

数
寄
屋
は
も
と
も
と
新
し
物
好
き
の
人
が
、
い
か

に
伝
統
的
な
も
の
に
新
し
い
も
の
を
採
り
入
れ
よ
う
か
と

し
て
考
え
出
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
で
す
。
今
、
ア
ジ
ア
の
人

た
ち
が
な
ぜ
数
寄
屋
に
憧
れ
る
か
と
い
う
と
、
過
去
と
現

代
が
断
絶
せ
ず
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
に
可
能
性
を
感
じ

る
か
ら
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
僕
は
数
寄
屋
を
単
に
ク
ラ

シ
ッ
ク
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
僕
が
中
村
外
二
さ
ん

の
も
と
で
学
ん
だ
の
は
亡
く
な
る
ま
で
の
わ
ず
か
3
年
半

で
し
た
が
、
幸
い
三
角
屋
に
は
そ
こ
に
30
年
い
た
職
人
も

含
め
、
数
寄
屋
の
ベ
ー
ス
を
知
る
メ
ン
バ
ー
が
大
勢
い
ま

す
か
ら
、
そ
の
環
境
は
強
み
で
す
ね
。

今
、
三
角
屋
で
は
施
主
に
合
わ
せ
て
材
料
を
選
ん
だ
り
、

建
築
だ
け
で
な
く
庭
の
骨
格
ま
で
設
計
者
が
考
え
た
り
と
、

ひ
と
ま
ず
全
部
受
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
建

物
と
共
に
庭
を
つ
く
る
た
め
、
三
角
屋
が
ス
ト
ッ
ク
す
る

材
料
の
半
分
は
石
材
で
す
。

谷
　
き
わ
め
て
東
洋
的
な
つ
く
り
方
で
す
ね
。

三
浦　

そ
う
な
ん
で
す
。
今
は
建
築
と
工
芸
、
空
間
と
し

つ
ら
え
に
も
境
界
線
が
あ
り
ま
す
が
、
本
来
は
一
体
で
、

場
合
に
よ
っ
た
ら
そ
こ
に
座
る
人
の
着
物
ま
で
一
体
感
が

あ
っ
て
も
い
い
。
ど
こ
に
境
界
線
を
引
く
か
は
、
時
代
に

合
わ
せ
て
引
き
直
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

谷
　
建
築
は
本
来
、
風
景
か
ら
イ
ン
テ
リ
ア
ま
で
含
め
た

総
合
芸
術
な
の
に
、
そ
れ
を
切
り
分
け
て
き
た
の
が
近
代

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
大
学
の
工
学
系
の
建
築
学
科

で
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
骨
し
か
教
え
ず
、
木
造

は
劣
っ
た
も
の
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
よ

う
や
く
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
浦
さ
ん
は
確
か
に
異
端

で
、
自
覚
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
い
ち
ば

ん
最
先
端
を
読
ん
で
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
れ
が
き
っ

と
未
来
の
タ
ネ
に
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
ね
。

三
浦　

未
来
の
タ
ネ
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
今
、
日
本

建
築
や
数
寄
屋
が
好
き
な
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
が
増
え
て
い

て
、
今
昔
館
も
外
国
人
客
が
と
て
も
多
い
そ
う
で
す
が
、

あ
の
人
た
ち
が
憧
れ
る
も
の
に
、
僕
た
ち
日
本
人
が
目
指

す
べ
き
方
向
や
方
法
が
た
く
さ
ん
あ
る
気
が
し
ま
す
。

谷
　
今
昔
館
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
が
非
常
に
増
え
て
、

今
や
年
間
57
万
人
の
来
場
者
の
う
ち
、
半
数
以
上
が
外
国

人
で
す
。
彼
ら
の
感
想
を
聞
く
と
僕
自
身
も
学
ぶ
こ
と
が

あ
る
し
、
あ
の
場
で
日
本
や
大
阪
の
良
質
な
文
化
を
ち
ゃ

ん
と
伝
え
て
い
く
こ
と
で
、
お
客
様
に
何
か
を
感
じ
て
も

ら
い
、
そ
れ
が
ま
た
タ
ネ
と
し
て
広
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

三
浦　

い
ま
「
体
感
」
と
し
て
歴
史
を
感
じ
る
場
所
が
ほ

と
ん
ど
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
今
昔
館
は
建
築

学
科
の
学
生
も
見
に
行
っ
て
学
ぶ
べ
き
だ
な
と
思
い
ま
す
。

谷
　
体
感
と
い
う
の
は
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。
今
、
茶
室

を
体
感
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
な
か
な
か
気
軽
に
入
れ
る

と
こ
ろ
が
な
い
し
、
大
学
生
で
も
マ
ン
シ
ョ
ン
育
ち
だ
と
、

床
の
間
や
畳
す
ら
知
ら
な
い
人
も
い
る
。
今
昔
館
の
座
敷

に
連
れ
て
行
く
と
、
み
ん
な
突
っ
立
っ
た
ま
ま
で
「
天
井

が
低
い
な
あ
」
と
言
う
ん
で
す
。
そ
こ
で
畳
に
座
ら
せ
て
、

座
っ
た
高
さ
に
合
わ
せ
て
天
井
や
床
の
間
の
掛
け
軸
の
高

さ
が
決
ま
っ
て
い
る
ん
だ
と
説
明
す
る
と
、
や
っ
と
わ
か

る
。
今
昔
館
は
で
き
る
だ
け
空
間
を
体
感
す
る
こ
と
で
、

日
本
の
伝
統
的
な
住
ま
い
の
よ
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い

と
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。

三
浦　

僕
自
身
も
京
都
人
な
の
で
、
正
直
、
大
阪
は
ご
み

ご
み
し
て
苦
手
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
（
笑
）、
考
え

て
み
れ
ば
茶
道
は
堺
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
し
、
何
か
が
生

み
出
さ
れ
る
力
の
あ
る
土
壌
が
大
阪
に
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
が
京

都
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
京
都
の
役
目
は
今
後
も
続

く
で
し
ょ
う
が
、
も
う
一
度
、
大
阪
の
豊
か
な
土
壌
や
賑

わ
い
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
が
育
っ
て
い
か
な

い
と
、
日
本
の
未
来
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

谷
　
力
強
い
エ
ー
ル
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
（
笑
）。

大
阪
は
柔
軟
す
ぎ
て
伝
統
を
絶
や
し
か
ね
な
い
土
地
柄
で

は
あ
り
ま
す
が
、
逆
を
言
え
ば
い
ろ
ん
な
実
験
が
し
や
す

い
場
で
も
あ
る
の
で
、
私
は
今
後
、
今
昔
館
を
通
じ
て
行
っ

た
多
様
な
実
験
を
理
論
化
、
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
ち
づ
く
り
の
役
に
立
て
る
よ
う
、
博
物
館
の
世
界
で
や

れ
る
こ
と
を
モ
デ
ル
化
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
高
齢
者
が
今
昔
館
に
来
る
こ
と
は
、
認
知
症

の
リ
ハ
ビ
リ
に
な
る
。
回
想
法
と
い
っ
て
、
昔
の
こ
と
を

思
い
出
す
と
頭
が
活
性
化
す
る
ん
で
す
よ
。
こ
の
よ
う
に
、

博
物
館
は
実
利
的
に
も
意
味
が
あ
る
し
、
伝
統
的
な
空
間

が
持
つ
力
を
も
っ
と
一
般
の
人
に
も
わ
か
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

実
際
、
人
は
年
を
取
る
ほ
ど
、
引
っ
越
し
た
だ
け
で
呆

け
た
り
し
ま
す
。
記
憶
の
中
の
風
景
が
連
続
し
て
い
る
こ

と
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
事
な
ん
で
す
。
震
災
復
興
で
も
、
劇

的
に
空
間
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
い
く
ら
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
近
代
的
な
建
物
で
防
災
面
は
大
丈
夫
で

も
、
東
京
の
設
計
者
が
机
上
で
設
計
し
た
も
の
を
一
方
的

に
提
案
す
る
だ
け
で
は
ダ
メ
だ
と
思
う
。
や
は
り
、
三
浦

さ
ん
の
よ
う
に
現
地
の
調
査
を
し
っ
か
り
行
っ
た
う
え
で
、

地
元
の
職
人
さ
ん
の
力
を
借
り
、
そ
の
人
た
ち
を
励
ま
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
い
う
仕
事
を
、
私
も

や
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

を
受
け
継
い
で
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

三
浦　

僕
が
中
村
外
二
工
務
店
で
日
本
建
築
や
数
寄
屋
を

学
ぼ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
、
大
学
院
の
と
き
に
久
住

章
さ
ん
と
い
う
す
ぐ
れ
た
左
官
と
出
会
っ
た
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
中
村
外
二
さ
ん
も
天
才
的
な
職
人
で
し
た
。

よ
く
建
築
家
は
指
揮
者
だ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
で
は

な
く
大
工
や
左
官
と
同
じ
よ
う
に
、
職
能
と
し
て
の
設
計

を
や
る
プ
ロ
に
な
っ
て
、
優
秀
な
職
人
た
ち
の
メ
ン
バ
ー

に
入
り
た
い
と
い
う
の
が
目
標
で
し
た
か
ら
、
そ
う
言
っ

て
い
た
だ
け
る
と
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
ね
。

谷
　
三
浦
さ
ん
は
数
寄
屋
を
ど
ん
な
ふ
う
に
捉
え
て
い
ま

す
か
。

三
浦　

僕
は
今
、
数
寄
屋
と
い
う
の
が
和
の
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
に
な
っ
て
い
る
の
が
気
に
入
ら
な
い
。
数
寄
屋
は
本

来
「
数
寄
者
」
か
ら
来
た
言
葉
で
、
住
ま
い
手
や
使
い
手

の
個
性
を
最
大
限
引
き
出
す
た
め
の
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
数
寄
屋
に
は
多
様
な
方
法
が
あ
る
べ
き
で
、
今

後
は
数
寄
屋
と
い
う
手
法
を
使
っ
て
、
将
来
そ
の
場
所
の

ス
タ
イ
ル
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

か
く
い
う
僕
も
昔
、
苦
い
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
依
頼
を
受
け
て
、
あ
る
地
方
の
重
厚
な
佇
ま
い
の
街

並
み
の
一
角
に
数
寄
屋
の
店
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
が
、
繊

細
な
数
寄
屋
建
築
は
京
都
と
い
う
場
所
に
は
合
う
け
れ
ど
、

そ
の
ま
ま
他
に
持
っ
て
い
っ
た
瞬
間
に
下
品
に
見
え
る
。

同
じ
失
敗
は
二
度
と
繰
り
返
す
ま
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ

れ
以
来
、
そ
の
場
に
合
っ
た
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と

を
、
よ
り
心
が
け
て
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

と
は
い
え
、
洗
練
さ
れ
た
質
の
高
い
数
寄
屋
建
築
を
一
通

り
学
ん
だ
こ
と
は
非
常
に
大
き
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。

学
ん
で
砕
い
て

自
分
な
り
の
数
寄
屋
を
つ
く
る

外
か
ら
の
視
点
に

日
本
が
目
指
す
方
向
が
あ
る

ともに大学で建築を学びつつ、工務店に修
業に入った三浦さんと、建築史を専攻した谷
さんは、お互い異端児だったと意気投合。京
都人である三浦さんから、大阪には日本が進
むべき未来のタネがあるとエールを送られ、
大阪人の谷さんは満面の笑みを浮かべた。
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板
東　

ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
さ
ん
が
「
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル

な
生
活
」
と
い
う
視
点
で
江
戸
時
代
の
生
活
を
解
説
さ
れ

た
『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生
活
術
』
と
い
う
本
を
読
ま
せ
て

い
た
だ
き
、
大
変
感
動
い
た
し
ま
し
た
。

た
と
え
ば
古
い
民
家
の
形
と
い
う
の
は
、
日
本
人
の
考

え
と
生
活
の
反
映
で
す
。
私
自
身
は
江
戸
時
代
の
思
想
を

専
門
に
研
究
し
て
お
り
ま
す
が
、
書
か
れ
た
資
料
の
な
か

に
は
、
そ
れ
が
な
か
な
か
現
れ
て
こ
な
い
。
当
時
は
中
国

で
書
か
れ
た
儒
教
、
と
り
わ
け
朱
子
学
や
陽
明
学
の
文
献

を
解
釈
す
る
と
い
う
営
み
が
思
想
の
中
心
で
し
た
が
、
果

た
し
て
そ
れ
は
多
く
の
日
本
人
が
働
い
て
生
き
て
死
ん
で

い
く
、
そ
の
生
活
過
程
と
本
当
に
絡
み
合
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
か
？　

そ
こ
に
は
か
な
り
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
国
学
者
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
儒
学

を
批
判
し
、『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
と
い
っ
た
日
本

の
古
典
に
向
か
い
ま
し
た
。
明
治
以
降
の
日
本
で
も
、
輸

入
し
た
西
洋
の
思
想
が
大
衆
の
生
活
と
つ
な
が
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
こ
の
本
に
描
か
れ
た
生
活
の
細
部
に
わ
た
る

美
し
い
イ
ラ
ス
ト
を
見
て
い
る
方
が
、
荻お

生ぎ
ゆ
う

徂そ

徠ら
い

の
『
論

語
徴ち

よ
う

』
を
読
む
よ
り
も
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
日
本
人
の
考
え

方
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。

ブ
ラ
ウ
ン　

大
変
光
栄
で
す
。
今
の
日
本
人
は
儒
教
、
特

に
朱
子
学
に
つ
い
て
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
私
が

初
め
て
日
本
に
来
た
と
き
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
、
日

本
人
の
生
活
と
価
値
観
に
深
く
染
み
つ
い
た
、
た
と
え
ば

先
輩
と
後
輩
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
す
。
西
洋
で
い
え

ば
、
多
く
の
一
般
常
識
や
諺
が
『
聖
書
』
に
基
づ
い
て
い

る
の
と
似
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
江
戸
時
代
に

あ
っ
た
よ
う
な
循
環
型
の
生
活
の
基
層
に
も
、
儒
教
や
神

道
、
そ
し
て
仏
教
的
な
価
値
観
が
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る

の
で
す
。

板
東　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
日
本
の
場
合
、
は
じ
め
に
思

想
が
あ
っ
て
そ
れ
を
典
拠
と
し
て
道
徳
が
で
き
て
い
る
と

い
え
る
の
か
、
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
農
民
が
共

同
で
農
作
業
す
る
と
か
、
武
士
が
合
戦
を
す
る
と
い
っ
た

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
と
き
禅

や
儒
教
の
言
葉
を
借
り
て
み
た
、
と
い
っ
た
こ
と
も
多

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ブ
ラ
ウ
ン　

確
か
に
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
が
先
か
分
か
ら
な

い
（
笑
）。

板
東　

と
り
わ
け
江
戸
時
代
に
経
験
に
基
づ
く
プ
ラ
ク

テ
ィ
ス
と
思
想
が
ず
れ
て
い
る
と
感
じ
る
理
由
は
、
武
家

政
権
の
性
質
そ
の
も
の
に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
同
時
期

の
中
国
や
李
氏
朝
鮮
で
は
政
策
決
定
の
基
準
が
儒
教
に

あ
っ
た
。
一
方
、
江
戸
幕
府
の
正
当
性
は
つ
ま
る
と
こ
ろ

徳
川
家
康
が
戦
で
勝
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
き

わ
め
て
現
場
主
義
的
か
つ
現
実
主
義
的
な
政
権
運
営
が
で

き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ブ
ラ
ウ
ン　

江
戸
時
代
初
期
に
建
築
用
の
材
木
が
不
足
し
、

多
く
の
山
が
丸
裸
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

深
刻
な
土
壌
浸
食
や
洪
水
も
起
き
た
。
そ
こ
で
「
留と

め

山や
ま

」

と
い
う
、
伐
採
や
立
ち
入
り
を
禁
じ
る
よ
う
な
素
晴
ら
し

い
仕
組
み
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
刃
物
を
も
っ
て
山
に

入
る
だ
け
で
死
刑
と
い
っ
た
極
端
な
部
分
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
成
立
や
運
用
を
見
て
い
る
と
、
幕
府
が
厳

し
い
法
律
で
全
国
を
無
理
や
り
従
わ
せ
る
と
い
う
形
で
は

な
く
、
も
う
少
し
や
わ
ら
か
く
基
本
的
な
考
え
を
ま
と
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
合
っ
た
問
題
の
解
決
を
う
な
が
す
よ

う
な
独
特
の
や
り
方
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

板
東　

明
治
以
降
と
違
い
、
中
間
団
体
の
自
律
性
を
最
大

限
に
認
め
る
形
で
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
と
き
は
内
部
で

解
決
さ
せ
、
そ
の
報
告
を
上
に
上
げ
る
と
い
う
形
を
と
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
江
戸
初
期
の
陽
明
学
者
で

あ
る
熊く

ま

沢ざ
わ

蕃ば
ん

山ざ
ん

と
い
う
人
も
、
岡
山
藩
で
新
田
の
開
発
よ

り
も
後
背
地
と
し
て
の
山
や
川
の
重
要
性
を
説
き
、
植
林

す
る
こ
と
が
急
務
だ
と
主
張
し
た
人
で
し
た
が
、
そ
こ
で

も
同
じ
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
働
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

ブ
ラ
ウ
ン　

江
戸
の
思
想
家
た
ち
が
自
然
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
の
か
興
味
が
あ
り
ま
す
。

私
の
本
は
も
と
も
と
英
語
で
書
い
た
も
の
で
す
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
の
文
脈
で
は
「
自
然
を
守
る
」
と
い
う

表
現
に
違
和
感
は
な
い
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
日
本
語
で
は
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
江
戸
時
代
に
「
自
然
を
守

る
」
と
い
う
概
念
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

板
東　

自
然
に
近
い
言
葉
と
い
え
ば
、
天
地
、
森
羅
万
象
、

あ
る
い
は
山さ

ん

川せ
ん

草そ
う

木も
く

で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
保
護
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
人
間
と
自
然
が
対
立
し
て
い
る
と

い
う
発
想
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か

え
っ
て
過
剰
伐
採
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
自
然
の
な
か
に
包
ま
れ
て
人
為
が
あ
る
の
が

当
た
り
前
で
、
人
間
が
自
然
を
破
壊
で
き
る
な
ど
と
は
思

わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
で
、
自
然
に
従
っ
て
い
る
の
が
人
間
の
正
し
い
あ

り
方
な
の
で
あ
る
と
い
う
強
制
力
は
強
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
自
然
を
統
制
し
た
り
使
役
し
た
り
す
る
よ

り
も
、
四
季
の
リ
ズ
ム
に
従
い
、
環
境
に
調
和
し
た
生
活

を
送
る
よ
う
に
う
な
が
す
も
の
で
す
。
い
わ
ば
、
鳥
が
な

き
、
川
が
流
れ
る
よ
う
に
人
も
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
と
考
え
た
。

ブ
ラ
ウ
ン　
「
自
然
を
守
る
」
と
い
う
概
念
が
な
く
て
も
、

ひ
じ
ょ
う
に
う
ま
く
自
然
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で

す
ね
。
と
き
ど
き
、
江
戸
の
人
が
産
業
革
命
に
つ
な
が
る

よ
う
な
機
械
を
つ
く
ら
な
か
っ
た
の
は
、
も
し
か
し
た
ら

江
戸
時
代
に
お
け
る
自
然
観
と
労
働
観

江
戸
時
代
の
循
環
型
生
活
の
基
層
に
つ
い
て

江戸時代のシンボルである江戸
城の跡地周辺は、千鳥ヶ淵公園
などに整備され、現在でも、水
と緑のある豊かな自然と都市と
の共生を見ることができる。

経
済
活
動
の
中
心
を
担
い
発
展
を

遂
げ
た
近
代
都
市
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
行
き
過
ぎ
た
消
費
経
済
が
、

気
候
変
動
や
生
態
系
の
変
容
な
ど

の
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
。
今
、
そ
の
消
費
活
動
の
背

景
に
あ
る
人
間
の
行
動
様
式
そ
の

も
の
を
根
本
的
に
見
直
す
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現

代
社
会
に
転
用
可
能
な
江
戸
時
代

の
循
環
型
生
活
ス
タ
イ
ル
を
提
唱

す
る
ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
氏
と
、

経
済
発
展
に
よ
り
格
差
が
進
ん
だ

江
戸
社
会
に
お
け
る
思
想
を
研
究

す
る
板
東
洋
介
氏
に
、
サ
ス
テ
ナ

ブ
ル
な
都
市
を
実
現
さ
せ
る
た
め

の
ヒ
ン
ト
を
、
多
角
的
な
視
点
で

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

脇
坂
敦
史
＝
構
成

栗
林
成
城
＝
撮
影

江
戸
に
学
ぶ

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
都
市
の
あ
り
方

江
戸
に
学
ぶ

江
戸
に
学
ぶ

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
都
市
の
あ
り
方

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
都
市
の
あ
り
方

Azby Brow
n

Bando Yosuke

ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン

板
東
洋
介

対
談

［
金
沢
工
業
大
学
シ
ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
］

［
皇
學
館
大
学
准
教
授
］
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儒
教
の
価
値
観
で
そ
れ
が
怠
け
者
の
す
る
こ
と
を
意
味
し

た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
ん
で
す
。

板
東　

仕
方
な
く
や
る
よ
う
な
義
務
で
は
な
く
、
労
働
も

「
誠
」
で
あ
っ
て
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
営
み
な
の
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
は
強
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
は

「
労
働
の
な
い
世
界
」
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
ア

ジ
ア
人
の
夢
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
（
笑
）。

ブ
ラ
ウ
ン　

で
も
江
戸
時
代
に
は
、
意
外
と
暇
な
人
が
多

か
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。
武
士
な
ど
も
仕
事
は
週
に
半
分

く
ら
い
。
あ
と
は
庭
い
じ
り
し
た
り
、
趣
味
に
没
頭
し
た

り
。
あ
る
と
き
加
賀
藩
で
食
料
が
不
足
し
て
、
武
士
も
自

分
の
魚
を
釣
ら
な
い
と
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら

し
い
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
武
士
だ
か
ら
、
商
売
で
は
な
く

趣
味
で
や
る
。
羽
毛
や
金
箔
、
漆
ま
で
使
っ
た
豪
華
な
工

芸
品
の
よ
う
な
加
賀
毛
針
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
。

板
東　

今
も
そ
う
で
す
が
、
日
本
人
に
は
、
生
活
を
苦
し

く
し
て
い
る
構
造
的
な
問
題
を
考
え
て
そ
れ
を
改
善
す
る

と
い
う
方
に
い
か
ず
、
生
活
や
趣
味
の
な
か
に
ち
ょ
っ
と

し
た
慰
め
を
見
い
だ
す
と
い
う
習
性
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

ブ
ラ
ウ
ン　

こ
う
い
う
日
本
人
の
生
活
と
深
く
結
び
つ
い

た
美
意
識
の
背
後
に
は
、
何
が
あ
る
と
お
考
え
で
す
か
？

板
東　

私
は
禅
の
影
響
が
強
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
仏

教
の
修
行
と
い
う
の
は
身
体
で
や
る
も
の
で
す
か
ら
、
ど

う
し
て
も
修
行
は
生
活
に
な
る
。
掃
除
す
る
、
ご
飯
を
つ

く
る
、
瞑
想
す
る
。
特
に
道
元
禅
師
以
降
、
日
本
の
禅
宗

は
修
行
そ
れ
自
体
が
悟
り
な
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
強

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

室
町
時
代
以
降
、
武
家
を
中
心
に
禅
の
思
想
が
広
ま
り

ま
し
た
が
、
そ
の
端
的
な
表
れ
が
茶
道
で
し
ょ
う
。
当
た

り
前
の
日
常
生
活
そ
れ
自
体
が
目
的
・
価
値
な
の
で
あ
っ

て
、
生
活
は
何
か
の
手
段
で
は
な
い
と
い
う
美
意
識
。
だ

か
ら
、
た
と
え
ば
畳
の
縁
を
踏
ま
な
い
と
か
、
敷
居
は
ま

た
ぐ
と
か
、
き
ち
っ
と
生
活
す
る
こ
と
自
体
が
「
生
の
目

的
」
に
な
り
う
る
。

禅
の
修
行
は
常
住
坐
臥
す
べ
て
が
修
行
で
す
が
、
特
に

大
事
な
の
は
料
理
で
す
。
今
の
家
庭
料
理
は
ど
う
手
を
抜

く
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
が
、
す
べ
て
に
手
を
抜
か
な
い
。

火
の
通
り
に
く
い
野
菜
は
最
初
に
煮
て
お
き
、
タ
イ
ミ
ン

グ
を
ず
ら
し
て
炊
き
合
わ
せ
る
。
だ
か
ら
、
ち
っ
と
も
省

エ
ネ
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
（
笑
）。
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
丁

寧
な
暮
ら
し
」
と
い
う
の
も
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
す
の
で
、

美
し
い
生
活
そ
れ
自
体
が
人
生
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
お
そ
ら
く
日
本
人
は
い
ま
だ
に
根
強
く
も
っ
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ブ
ラ
ウ
ン　

仕
事
の
す
べ
て
が
一
種
の
修
行
だ
と
い
う
感

覚
は
、
た
と
え
ば
宮
大
工
の
よ
う
な
職
人
た
ち
の
気
質
か

ら
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
や
る
の
か
、
と

驚
く
ほ
ど
細
部
に
ま
で
注
意
を
払
い
、
そ
れ
が
使
う
人
や

モ
ノ
そ
れ
自
体
へ
の
尊
敬
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ア
メ

リ
カ
の
シ
ェ
ー
カ
ー
教
徒
が
つ
く
っ
た
家
具
な
ど
に
も
言

え
る
こ
と
で
す
が
、
背
景
に
似
た
考
え
の
あ
る
と
こ
ろ
で

は
、
無
駄
を
そ
ぎ
落
と
し
た
、
ミ
ニ
マ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で

美
し
い
デ
ザ
イ
ン
が
生
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ブ
ラ
ウ
ン　

今
の
日
本
で
も
少
し
想
像
力
を
働
か
せ
る
と
、

江
戸
時
代
の
面
影
を
感
じ
る
こ
と
は
、
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
東
京
の
小
さ
な
路
地
な
ど
に
入
る
と
、
住
人
が
緑
を

大
切
に
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
隟
間
に
も
植
物
を
育
て
て

い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、
狭
い
長

屋
の
生
活
ス
タ
イ
ル
も
、
な
ん
と
な
く
想
像
で
き
る
。
私

美
意
識
の
背
景
に
あ
る
も
の

長
屋
的
な
も
の
と
現
代

が
住
ん
で
い
る
横
浜
で
も
、
ご
く
最
近
ま
で
近
所
は
み
な

顔
見
知
り
で
必
ず
挨
拶
を
交
わ
し
、
朝
に
な
る
と
ゴ
ミ
捨

て
場
で
「
井
戸
端
会
議
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
重
視
さ
れ
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
は
そ

れ
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
損
を
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
大
き

な
挑
戦
に
な
る
と
思
う
の
は
、
ど
う
や
っ
て
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
守
り
な
が
ら
も
交
流
で
き
る
よ
う
な
場
を
つ
く
る

か
。
あ
る
意
味
、
そ
れ
は
都
市
計
画
の
問
題
で
す
。

板
東　

ひ
と
つ
は
儒
学
の
影
響
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、

江
戸
幕
府
は
擬
制
の
親
子
関
係
を
奨
励
し
て
い
た
ん
で
す

ね
。
長
屋
の
大
家
と
店
子
は
親
子
同
然
。
ま
た
、
店
子
同

士
は
兄
弟
だ
か
ら
相
互
扶
助
せ
よ
、
と
い
う
話
で
す
。

さ
ら
に
長
屋
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
形
成
要
因
が
あ
っ
て
、

そ
れ
は
単
純
に
支
え
合
わ
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
、
と

い
う
身
も
蓋
も
な
い
理
由
で
す
。
今
は
東
京
で
も
シ
ェ
ア

ハ
ウ
ス
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
同
じ
こ
と
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
長
屋
の
大
き
な
機

能
と
し
て
、
た
と
え
ば
育
児
の
外
注
と
い
う
か
分
担
が
あ

り
ま
す
。
今
よ
そ
の
子
を
預
か
っ
て
い
る
し
、
う
ち
も
そ

の
う
ち
お
願
い
す
る
か
ら
、
と
い
う
形
で
身
を
寄
せ
合
っ

て
生
き
て
い
く
。
こ
れ
は
日
本
で
も
あ
と
10
年
、
20
年
後

に
主
流
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

ブ
ラ
ウ
ン　

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
に
は
私
も
注
目
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
部
屋
と
い
う
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
あ
り
、
台
所
や
ダ

イ
ニ
ン
グ
の
よ
う
な
共
同
空
間
も
あ
る
。
今
の
シ
ェ
ア
ハ

ウ
ス
は
20
代
、
30
代
の
若
い
個
人
が
中
心
で
す
が
、
や
が

て
子
育
て
を
助
け
合
う
よ
う
な
家
族
単
位
の
「
ネ
オ
長

屋
」
の
よ
う
な
も
の
も
、
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

板
東　

確
か
に
、
空
間
デ
ザ
イ
ン
の
問
題
は
大
き
い
で
す

ね
。

ブ
ラ
ウ
ン　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
屋
敷
に
門
を
構

え
ら
れ
た
の
は
武
士
だ
け
で
し
た
。
明
治
時
代
に
な
る
と
、

そ
れ
に
憧
れ
て
み
ん
な
が
門
を
つ
く
っ
た
。
た
だ
江
戸
時

表通りからの
入り口

中央の路地裏長屋
ひと間の借家が
片側に6 ～ 8軒並ぶ

建物は土地の境界線ぎ
りぎりに建てられ、壁に
は窓や広い隙間（または
その両方）がある

町人地区は「町割」と呼ばれる区画
方式に基づき設計されている。1区
画をひとりの地主が所有し、共同設
備や広場などの管理も行う。

江戸の町の構成と町屋敷の仕組み

◉江戸時代の町屋敷

貸店舗（表店）

裏通りに面した貸店舗

表通りに面した
大家の家

共同の空き地

稲荷
稲荷が設けられてい
ることも多い

入り口の木戸
防犯用の鋭く削った
竹（忍び返し）がつ
いている

井戸
共同の洗い場は水の節約と
ともに、情報交換の場にも
なっている

共同便所
排泄物は仲介業者に
より買い取られ、下
肥専用の運搬システ
ムで運ばれた後、田
畑の肥料に使われる

ゴミ捨て場
リサイクル品も置か
れ、住民は自由に利
用できる

どぶ（排水溝）
木の板や角材で覆われていて
簡単に取り外せるようになって
いる。町ごとに専門の請け負
い人がどぶさらいを行う

ブラウン氏著書『江戸に学ぶエコ生活術』では、当時の町に暮らす人々の様子もイラスト入り（書

内ではモノクロで掲載）で詳細に伝えられている。農村とは異なる限られた空間のなかで、住環境
だけでなく人々のコミュニケーションの場までさまざまなサステナブルな工夫がなされている。
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代
の
生
活
を
調
べ
て
い
て
思
う
の
は
、
長
屋
暮
ら
し
で
も

お
互
い
の
関
係
の
あ
り
方
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
こ

と
は
で
き
る
。
無
視
す
る
、
見
な
い
ふ
り
を
す
る
と
か
ね
。

今
で
も
、
電
車
に
乗
る
と
き
に
は
み
ん
な
や
っ
て
い
る
。

お
裾
分
け
の
よ
う
な
文
化
も
、
貨
幣
経
済
や
お
米
の
経
済

と
な
ら
ぶ
、
ひ
と
つ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
で
し
ょ
う
。
今
も

田
舎
の
方
に
い
け
ば
、
そ
う
い
う
「
循
環
型
経
済
」
が
、

ち
ゃ
ん
と
続
い
て
い
る
。

板
東　

落
語
な
ど
で
よ
く
長
屋
の
「
味
噌
、
醤
油
は
借
り

て
く
る
も
の
」
み
た
い
な
感
覚
が
描
か
れ
ま
す
ね
。
私
も

昨
年
か
ら
三
重
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
が
、（
近
所
の
方

か
ら
）
旬
の
野
菜
や
魚
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
く
の
で
、
あ

ま
り
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
行
く
必
要
が
な
い
く
ら
い

で
す
。
私
は
学
者
で
す
か
ら
何
も
あ
げ
る
も
の
が
な
く
、

白
菜
の
お
返
し
に
論
文
の
抜
き
刷
り
を
お
渡
し
す
る
く
ら

い
で
す
が
（
笑
）。

ブ
ラ
ウ
ン　

知
識
の
お
裾
分
け
で
す
ね
（
笑
）。

ブ
ラ
ウ
ン　

江
戸
時
代
の
身
分
制
度
は
も
ち
ろ
ん
厳
し
い

も
の
で
し
た
が
、
武
士
も
歌
舞
伎
を
見
に
い
っ
た
り
、
町

人
も
武
士
と
一
緒
に
詩
を
書
い
た
り
勉
強
し
た
り
、
結
構

羨
ま
し
い
と
思
う
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。
何
よ
り
も
、
江

戸
時
代
の
識
字
率
の
高
さ
に
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。

板
東　

近
世
日
本
の
学
習
熱
と
い
う
の
は
大
変
な
も
の

だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
今
の
研
究
者
が
よ
く
分
か
ら
な
い

の
は
、
な
ぜ
み
ん
な
そ
れ
ほ
ど
学
問
が
好
き
だ
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
。
他
の
儒
教
国
は
勉
強
し
た
ら
科
挙
に
合
格

し
て
役
人
に
な
れ
ま
す
か
ら
、
明
確
な
動
機
が
あ
る
。
で

も
日
本
に
は
科
挙
が
な
い
し
、
職
業
は
世
襲
で
す
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
余
暇
で
学
ん
だ
。
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
熱
心
に
学

能
力
主
義
が
一
般
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

学
問
の
場
に
は
、
身
分
の
差
と
い
う
も
の
が
な
い
。

『
江
戸
の
読
書
会
』
で
い
う
会か

い

読ど
く

と
い
う
の
は
今
で
い
う

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
す
が
、
そ
こ
に
は
読
書
量
と
年
功
（
何
年

そ
こ
に
い
る
か
）
の
序
列
し
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
た
と

え
ば
下
級
武
士
の
息
子
が
家
老
の
息
子
に
対
し
て
お
前
の

経
典
解
釈
は
お
か
し
い
と
言
っ
て
も
構
わ
な
い
。
だ
か
ら

楽
し
い
、
と
い
う
の
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
と
こ
ろ

が
明
治
以
降
は
、
学
が
「
役
に
立
つ
も
の
」
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
立
身
出
世
と
か
、
学
歴
、
偏
差
値
と
い
う
形
で

学
ぶ
こ
と
に
実
用
的
な
目
的
が
で
き
る
と
、
ど
う
し
て
も

面
白
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ブ
ラ
ウ
ン　

知
識
の
た
め
の
勉
強
、
自
分
を
磨
く
た
め
の

勉
強
と
い
う
の
は
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
私
も
日
本
の
大

学
で
教
え
て
い
る
け
れ
ど
、
学
生
た
ち
は
か
な
り
合
理
的

に
考
え
て
い
る
。「
大
学
に
来
る
理
由
は
、
仕
事
を
見
つ

け
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
話
す
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら

就
職
率
の
向
上
を
目
指
し
て
い
る
大
学
側
の
考
え
は
違
う

と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
で
す
。
勉
強
の
た
め
の
勉
強
と
い
う

の
は
今
、
贅
沢
な
の
か
な
あ
？

ブ
ラ
ウ
ン　

江
戸
時
代
の
人
は
考
え
て
い
る
時
間
の
ス
パ

ン
が
長
か
っ
た
な
あ
、
と
強
く
感
じ
ま
す
。
林
業
で
木
を

育
て
る
こ
と
も
そ
う
だ
し
、
大
工
が
つ
く
る
も
の
も
数
百

年
単
位
で
見
て
い
る
。
今
は
そ
う
い
う
ス
パ
ン
で
も
の
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
暇
が
な
い
し
、
短
期
的

な
利
益
を
考
え
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
て
も

残
念
な
こ
と
で
す
。

板
東　

近
世
に
お
け
る
社
会
デ
ザ
イ
ン
の
基
本
は
、
い
わ

ば
選
択
可
能
性
を
減
ら
す
こ
と
。
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
生

き
て
死
ぬ
し
か
な
い
。「
い
や
だ
っ
た
ら
出
て
行
く
」
わ
け

に
い
か
な
い
か
ら
、
逆
に
い
う
と
、
生
ま
れ
落
ち
た
共
同

体
に
対
し
て
ち
ょ
っ
と
く
ら
い
自
分
が
貢
献
し
す
ぎ
て
そ

の
見
返
り
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
世
代
を
重
ね
れ
ば
い

つ
か
は
戻
っ
て
く
る
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
ぶ
ん
そ
れ

が
相
互
扶
助
の
基
本
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。一
種
の
ゲ
ー

ム
理
論
と
い
え
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
一
回
の
人
生
な

ら
相
手
を
騙
し
て
得
を
し
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
何
度
も
世
代
が
交
代
し
繰
り
返
し
ま
す
の
で
、
結
局

の
と
こ
ろ
一
番
よ
い
戦
略
は
利
他
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

学
ぶ
こ
と
そ
れ
自
体
が
楽
し
い

長
期
的
な
視
点
を
も
つ

ブ
ラ
ウ
ン　
「
結ゆ

い

」
の
よ
う
な
共
同
作
業
で
あ
る
と
か
、

お
金
の
貸
し
借
り
を
含
ん
だ
組
合
の
よ
う
な
仕
組
み
も
、

そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

長
く
続
け
ば
続
く
ほ
ど
、
シ
ス
テ
ム
は
安
定
す
る
し
、
誰

も
が
信
用
す
る
で
し
ょ
う
。

板
東　
「
い
や
だ
っ
た
ら
抜
け
ら
れ
る
」
と
い
う
人
間
関

係
に
変
容
し
た
ら
、
こ
の
社
会
は
も
た
な
い
と
荻
生
徂
徠

や
太だ

宰ざ
い

春し
ゆ
ん

台だ
い

は
考
え
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
民
を
地
に
落

ち
着
け
て
よ
そ
に
行
け
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
。
都
市
と
地
方
の
格
差
が
広
が
る
現
代
に
も
通
じ
る

問
題
意
識
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
今
そ
の
ま
ま
主
張

す
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。

ブ
ラ
ウ
ン　

今
は
選
択
肢
が
多
す
ぎ
て
、
そ
れ
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
な
ん
で
も
自
由
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
自

分
に
一
番
合
っ
て
い
る
も
の
を
見
つ
け
る
の
は
大
変
な
こ

と
。
だ
か
ら
こ
そ
何
か
を
目
的
と
し
な
い
、
そ
れ
自
体
の

た
め
の
勉
強
や
旅
、
モ
ノ
づ
く
り
と
い
っ
た
も
の
が
大
切

に
な
っ
て
く
る
。
何
を
大
切
に
し
た
い
か
、
を
真
剣
に
考

え
た
ら
、
あ
る
意
味
で
み
ん
な
同
じ
結
論
に
な
る
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
、
そ
し
て
家
族
を
大
事
に
す
る
、

国
を
大
事
に
す
る
。
そ
し
て
、
環
境
を
大
事
に
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
今
回
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
い
た

江
戸
時
代
の
文
献
は
、ま
だ
2
0
0
年
く
ら
い
し
か
た
っ

て
い
な
い
の
に
、
く
ず
し
字
や
漢
文
で
書
い
て
あ
る
た
め
、

ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
は
読
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
一
部

の
専
門
家
だ
け
し
か
読
め
な
い
特
殊
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
が
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
4
0
0
年
以

上
も
前
に
書
か
れ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
で
さ
え
、

英
語
圏
の
人
間
は
努
力
す
れ
ば
な
ん
と
か
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
に
…
…
。

板
東　

よ
く
日
本
文
学
研
究
の
方
も
、
く
ず
し
字
と
漢
文

の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
な
い
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
同
時
代

の
文
献
が
日
本
で
は
ま
っ
た
く
読
め
な
い
と
嘆
い
て
お
ら

れ
ま
す
。

ブ
ラ
ウ
ン　

文
学
、
建
築
、
思
想
…
…
あ
ら
ゆ
る
分
野
で

同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
日

本
は
、
西
洋
と
日
本
の
両
方
を
知
ら
な
く
て
は
十
分
で
は

な
い
と
感
じ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
つ
の
こ
と
を
専
門

的
に
学
ぶ
だ
け
で
も
大
変
で
す
か
ら
、
勉
強
す
る
時
間
が

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
と
し
て
知
る

こ
と
が
大
切
で
す
し
、
そ
の
意
味
は
重
い
で
し
ょ
う
。
今

日
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、そ
れ
を
よ
り
強
く
感
じ
ま
し
た
。

板
東
洋
介

ば
ん
ど
う
・
よ
う
す
け

皇
學
館
大
学
文
学
部
神
道
学
科

准
教
授
。
1
9
8
4
年
生
ま
れ
。

東
京
大
学
文
学
部
思
想
文
化
学

科
、
同
大
学
人
文
社
会
系
研
究

科
基
礎
文
化
研
究
専
攻
倫
理
学

専
門
分
野
修
士
課
程
を
修
了
。

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員

P
D
を
経
て
現
職
。
専
攻
は
日

本
倫
理
思
想
史
。
2
0
1
0
年
日

本
倫
理
学
会
和
辻
賞
受
賞
。
共

著
に
﹃
自
然
と
人
為
︱
︱
﹁
自

然
﹂
観
の
変
容
︵
岩
波
講
座 

日

本
の
思
想 

第
四
巻
︶﹄
な
ど
。

ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン

あ
ず
び
ー
・
ぶ
ら
う
ん

金
沢
工
業
大
学
産
学
連
携
室
シ
ニ

ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。
1
9
5
6
年

生
ま
れ
。
イ
エ
ー
ル
大
学
で
日
本

建
築
を
研
究
後
来
日
し
、
東
京

大
学
大
学
院
工
学
部
建
築
学
科

修
士
課
程
を
修
了
。
金
沢
工
業

大
学
未
来
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
所

長
を
経
て
、
現
在
は
同
大
学
シ

ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
活

動
す
る
ほ
か
、 

M
I
T
な
ど
内
外

の
機
関
に
て
幅
広
く
活
躍
。
著

書
に
﹃T

he G
enius of Japanese 

C
arpentry

﹄﹃
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ

生
活
術
﹄
な
ど
。

ん
だ
の
か
？　

思
想
史
学
者
で
あ
る
前
田
勉
先
生
の
『
江

戸
の
読
書
会
』
と
い
う
著
書
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
結

論
は
「
楽
し
か
っ
た
か
ら
」
と
い
う
ん
で
す
（
笑
）。

ブ
ラ
ウ
ン　

武
士
が
よ
り
重
要
な
役
職
に
つ
く
た
め
の
試

験
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

板
東　

江
戸
時
代
を
通
し
、
家
柄
主
義
と
能
力
主
義
の
対

立
は
あ
り
ま
し
た
。
19
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
各
地
で
藩
校

が
つ
く
ら
れ
、
藩
校
の
成
績
が
藩
の
役
職
に
つ
な
が
る
と

い
う
ル
ー
ト
も
で
て
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
最
後
ま
で

「江戸は諸国の掃き溜め」と称したのは荻生徂徠。現代の東京をはじめとした都市のあり方を見直す
ためにも、ブラウン氏や板東氏など分野を超えた識者が交われる「場」をつくることも重要だ。
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加
藤　

島
原
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た

「Sensuous City

［
官
能
都
市
］
―
―
身
体
で
経
験
す
る

都
市
：
セ
ン
シ
ュ
ア
ス
・
シ
テ
ィ
・
ラ
ン
キ
ン
グ
」
と
い

う
調
査
研
究
は
、「
官
能
」
と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
魅
力
的
な
都
市
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
画
期
的

な
試
み
で
す
ね
。
思
い
出
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
コ
・
ベ
ラ

ル
デ
ィ
（
ビ
フ
ォ
）
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
思
想
家
が
、
現

代
都
市
と
は
本
来
、
エ
ロ
ス
の
空
間
で
あ
る
と
述
べ
た
こ

と
で
す
。
彼
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
想
の
な
か
で
は
、
本
来

は
五
感
で
直
接
的
に
感
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
都
市
が
、

今
は
快
適
な
車
で
好
き
な
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
窓
ガ
ラ
ス

を
隔
て
て
見
る
だ
け
の
、
い
わ
ば
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

島
原　

そ
れ
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
嬉
し
い
で
す
。

実
は
私
た
ち
も
エ
ロ
ス
（
エ
ロ
ー
ス
）
と
い
う
言
葉
を
使

お
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。
効
率
優
先
で
つ
く
ら
れ
る
最

新
型
の
高
層
ビ
ル
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
に
も
よ
い
と

こ
ろ
は
あ
る
が
、
何
か
が
足
り
な
い
と
感
じ
る
。
そ
れ
は
、

ロ
ゴ
ス
に
対
す
る
エ
ロ
ス
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
い

う
の
が
出
発
点
で
し
た
。
幸
い
に
も
多
方
面
で
好
評
を
博

し
て
は
い
ま
す
が
、「
官
能
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
け
し

か
ら
ん
、
と
怒
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
よ
（
笑
）。

と
は
い
え
、
私
は
長
く
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
仕
事
を
し
て

い
た
も
の
で
、
都
市
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
加
藤

先
生
の
ご
著
書
『
花
街
―
―
異
空
間
の
都
市
史
』
も
読
み
、

勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

加
藤　

私
が
盛
り
場
的
な
も
の
に
ひ
か
れ
て
い
ろ
い
ろ
な

都
市
を
巡
り
歩
く
な
か
で
、
と
り
わ
け
面
白
い
な
あ
と
思

う
の
は
、
都
市
が
都
市
と
し
て
で
き
あ
が
っ
て
く
る
瞬
間

に
、
特
定
の
機
能
み
た
い
な
も
の
が
集
積
す
る
こ
と
で
す
。

明
治
以
降
の
日
本
で
は
と
り
わ
け
顕
著
な
傾
向
で
す
が
、

そ
れ
は
決
ま
っ
て
生
鮮
食
料
品
な
ど
を
売
る
市
場
的
な
要

素
、
歓
楽
街
の
よ
う
な
「
花
街
的
」
な
要
素
、
さ
ら
に
は

劇
場
や
映
画
館
と
い
っ
た
娯
楽
的
な
要
素
の
３
つ
で
す
。

こ
う
い
う
娯
楽
的
な
消
費
の
局
面
と
い
う
の
は
、
都
市
の

イ
ン
フ
ラ
や
住
宅
が
ま
ま
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
で
も
、

人
が
集
う
核
の
よ
う
な
場
と
し
て
必
ず
生
ま
れ
て
い
る
。

島
原　

そ
れ
を
「
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
ー
」
と
い
う
言
葉
で

表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。
娯
楽
的
な
消
費

と
い
う
の
は
、
都
市
計
画
や
ま
ち
づ
く
り
の
専
門
家
に

と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
都
市
が
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な

機
能
の
最
後
に
つ
く
オ
マ
ケ
み
た
い
な
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
歴
史
的
な
流
れ
を
見
る
と
、

む
し
ろ
そ
れ
が
先
行
し
て
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
す

ね
。

加
藤　

島
原
さ
ん
は
、
駅
前
の
景
観
が
画
一
的
で
ど
こ
も

区
別
が
つ
か
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
も
自
分
な

り
に
な
ぜ
だ
ろ
う
？
と
考
え
て
み
ま
し
た
。
た
と
え
ば
大

阪
駅
は
大
阪
市
の
外
側
で
あ
る
旧
曾
根
崎
村
に
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
田
ん
ぼ
の
ど
真
ん
中
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
、

い
わ
ば
「
場
の
履
歴
」
の
書
き
込
み
が
少
な
い
と
こ
ろ
だ

か
ら
こ
そ
、
あ
ま
り
土
地
に
縛
ら
れ
な
い
魅
力
が
あ
っ
て
、

戦
後
の
知
識
人
た
ち
な
ど
は
か
え
っ
て
期
待
を
も
っ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。

島
原　

地
方
都
市
で
も
、
古
い
中
心
市
街
と
離
れ
た
と
こ

ろ
に
駅
が
あ
る
と
い
う
例
は
多
い
で
す
ね
。
一
方
で
東
京

で
は
、
東
急
が
大
正
時
代
に
沿
線
で
主
導
し
た
ま
ち
づ
く

り
が
象
徴
的
で
す
が
、
比
較
的
ウ
ォ
ー
カ
ブ
ル
な
ま
ち
が

駅
を
中
心
に
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
タ
イ

プ
の
駅
前
で
も
今
は
大
規
模
な
投
資
が
入
っ
て
高
層
オ

フ
ィ
ス
や
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
を
つ
く
る
と
い
う
再
開
発
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
事
業
化
し
、
予
算
を
つ
け
、
補
助
金

を
つ
け
た
時
点
で
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。

加
藤　

だ
と
す
れ
ば
逆
に
、
大
規
模
な
再
開
発
の
な
い
旧

来
の
市
街
地
に
は
ま
だ
こ
の
先
、
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
可

能
性
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

か
つ
て
そ
の
都
市
が
生
ま
れ
た
核
で
あ
っ
た
よ
う
な
場

所
へ
今
行
く
と
、
例
に
よ
っ
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
に
な
っ
て

い
た
り
、
も
の
悲
し
く
な
る
よ
う
な
こ
と
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
で
も
、
最
近
は
ち
ょ
っ
と
し
た
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
行
わ
れ
て
い
た
り
、
特
に
魅
力
の
あ
る
飲
食
店
な
ど

が
集
客
力
を
高
め
て
い
る
よ
う
な
光
景
に
出
会
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

島
原　

ま
さ
に
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
リ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
で
ま
ち
づ
く
り
を
し
よ
う
と
い
う
動
き
の
な
か
で

目
立
つ
も
の
は
ほ
と
ん
ど
旧
市
街
地
で
す
。
と
は
い
え
、

わ
ざ
わ
ざ
商
店
街
へ
行
っ
て
買
い
た
い
と
い
う
も
の
が
な

く
、Am

azon

の
荷
物
で
宅
配
が
パ
ン
ク
し
て
い
る
よ
う

な
時
代
に
、
物
販
と
い
う
機
能
で
再
生
す
る
の
は
無
理
。

や
は
り
飲
食
系
、
あ
と
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
流
れ
を
狙
っ

た
宿
泊
が
多
い
で
す
ね
。

加
藤　

飲
食
や
宿
泊
以
外
で
も
、
何
か
面
白
い
動
き
は
あ

り
ま
す
か
？

島
原　

北
九
州
市
の
小こ

倉く
ら

な
ど
で
、
働
く
場
所
を
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
で
つ
く
ろ
う
と
い
う
試
み
が
目
を
ひ
き
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
で
あ
っ
た
り
、
あ
る

い
は
地
元
の
子
育
て
マ
マ
な
ど
が
起
業
で
き
る
よ
う
な

シ
ョ
ッ
プ
兼
ア
ト
リ
エ
だ
っ
た
り
。

加
藤　

そ
れ
は
や
は
り
、
職
と
住
の
近
接
性
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

島
原　

そ
う
で
す
。
東
京
の
不
動
産
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
も
い

ち
ば
ん
活
況
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
中
央
区
の
よ
う
な
都

都
市
の
魅
力
と
五
感
で
感
じ
る
エ
ロ
ス

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
も
つ
新
た
な
可
能
性

オフィスビルが建ち並ぶ大阪・道修町（どしょうまち）にある「少彦名（すくなひこな）神社」。
18世紀後半から薬の神様を祀り、周囲には今も製薬会社が連なる。

五
感
で
ま
ち
を

捉
え
直
す

巨
大
資
本
の
流
入
や
不
動
産
開
発
に
よ
り
都
市
空
間
の
均
一
化
が
進
む

な
か
、
ま
ち
の
記
憶
を
引
き
継
ぎ
、
豊
か
な
奥
ゆ
き
の
あ
る
「
場
」
を
つ

く
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。「
五
感
で
感
じ
る
身
体
性
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
住
生
活
の
調
査
研
究
に
携
わ
る
島
原
万
丈
氏
と
、
都
市
地

理
学
の
視
点
か
ら
盛
り
場
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
加
藤
政
洋
氏

に
、
数
値
で
は
測
れ
な
い
「
場
」
の
魅
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

脇
坂
敦
史
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

Shim
ahara M

anjyo

Kato M
asahiro

島
原
万
丈

加
藤
政
洋

対
談

［LIFU
LL H

O
M
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総
研
所
長
］

［
立
命
館
大
学
教
授
］
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き
て
い
る
ん
で
す
。
手
押
し
車
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が

ど
こ
で
買
い
物
を
す
る
の
か
と
い
う
、
切
実
な
問
題
で
す
。

京
都
に
は
大
き
な
ス
ー
パ
ー
が
今
、
ど
ん
ど
ん
で
き
て
い

ま
す
が
、
や
は
り
使
い
に
く
い
。
京
都
は
長
屋
で
自
宅
に

お
風
呂
が
な
い
と
い
う
人
も
多
い
の
で
、
銭
湯
が
ひ
と
つ

つ
ぶ
れ
る
た
び
に
遠
く
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

島
原　

そ
う
い
え
ば
、
銭
湯
は
高
齢
者
に
と
っ
て
の
素
晴

ら
し
い
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
で
す
よ
ね
。
大
都
市
に
は

多
く
て
、
最
近
は
人
気
も
あ
る
の
で
す
け
ど
、
全
体
と
し

て
は
減
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

加
藤　

都
市
の
魅
力
、
と
り
わ
け
商
業
地
区
の
魅
力
と
い

う
の
は
、
基
本
は
歩
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
私
は
考
え
て
い

ま
す
。

島
原　

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
長
年
住
ん
で
い
る
ま
ち
で

す
ら
、
見
知
ら
ぬ
風
景
を
見
つ
け
る
。
あ
る
い
は
、
人
と

出
会
う
、
匂
い
を
か
ぐ
、
音
も
聞
こ
え
る
…
…
。
五
感
で

都
市
を
経
験
す
る
こ
と
が
、
い
ろ
ん
な
出
来
事
を
生
み
ま

す
よ
ね
。

加
藤　

日
本
に
も
、
か
つ
て
石い

し

川か
わ

栄ひ
で

耀あ
き

と
い
う
ユ
ニ
ー
ク

な
都
市
計
画
家
が
い
ま
し
た
。「
夜
の
都
市
計
画
」
と
し

て
、
歩
け
る
範
囲
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
混
在
し
て
い
る

よ
う
な
商
業
空
間
を
つ
く
る
べ
き
だ
と
考
え
た
人
で
す
。

大
正
後
期
か
ら
昭
和
の
戦
前
期
に
か
け
て
、
余
暇
と
い
え

ば
主
に
仕
事
が
終
わ
っ
た
時
間
で
し
た
。「
徒
歩
半
径
」

の
な
か
に
、
ま
さ
に
「
歩
い
て
、
楽
し
い
街
」
を
つ
く
ろ

う
と
し
た
ん
で
す
。
当
時
の
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は

花
街
的
な
要
素
も
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
歩
い
て
、
見
て
、

楽
し
い
だ
け
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

島
原　

そ
れ
は
、
ぜ
ひ
勉
強
し
た
い
で
す
ね
。
今
は
そ
う

島
原　

今
の
日
本
で
そ
の
ま
ま
使
え
る
概
念
な
の
だ
ろ
う

か
、
と
少
し
思
い
ま
す
ね
。
そ
も
そ
も
東
京
な
ど
で
は
、

や
は
り
フ
ァ
ー
ス
ト
プ
レ
イ
ス
（
自
宅
）
と
セ
カ
ン
ド
プ

レ
イ
ス
（
職
場
）
が
遠
す
ぎ
て
、「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」

の
立
地
が
偏
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

加
藤　

そ
こ
の
と
こ
ろ
を
無
理
に
分
離
し
た
の
が
、
日
本

の
近
代
的
な
都
市
計
画
の
特
徴
で
す
ね
。
電
鉄
資
本
も
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
遠
距
離
の

通
勤
を
前
提
と
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
定
着
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
働
く
の
は
男
性
、
家
に
い
る
の
は
女
性
と
い

う
よ
う
な
分
割
も
で
き
て
し
ま
っ
た
。
も
し
か
し
た
ら
、

先
ほ
ど
の
小
倉
の
例
の
よ
う
に
職
と
住
の
近
接
が
こ
れ
か

ら
進
む
と
、「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
の
あ
り
方
も
変
わ
っ

て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

島
原　

と
り
わ
け
団
塊
の
世
代
が
大
量
に
リ
タ
イ
ア
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
高
齢
者
の
活
用
を
考
え
た
ら
高
齢

者
が
少
し
で
も
働
き
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
ん
で
す
。
で
も
、
長
時
間
の
電
車
通
勤
は
大
変
。

だ
か
ら
、
た
と
え
ば
大
阪
で
い
え
ば
泉
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
働
く
場
所
を
つ
く
れ
な
い
か
。
単
一

用
途
に
限
っ
た
厳
格
な
土
地
利
用
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
に

よ
っ
て
、
コ
ン
ビ
ニ
す
ら
つ
く
る
の
が
難
し
い
場
所
で
す

が
、
高
齢
者
の
労
働
力
を
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
郊

外
住
宅
地
の
用
途
機
能
を
も
う
少
し
緩
や
か
に
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
機
能
を
「
混
ぜ
込
ん
で
い
く
」
必
要
が
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
を
都
心

の
職
場
近
く
に
も
っ
て
い
た
人
た
ち
が
退
職
し
て
し
ま
う

と
定
期
券
も
な
く
な
る
の
で
、
遊
ぶ
と
こ
ろ
も
な
く
な
る
。

退
職
し
て
家
庭
以
外
に
行
き
場
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
た

ち
が
、「
地
元
で
つ
る
む
場
所
」
も
特
に
郊
外
で
必
要
に

な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

加
藤　

高
齢
化
と
い
え
ば
、
私
が
住
む
京
都
の
中
心
部
で

も
「
フ
ー
ド
・
デ
ザ
ー
ト
（
食
の
砂
漠
）」
の
問
題
が
出
て

心
で
す
。
家
計
を
支
え
る
ひ
と
り
の
働
き
手
が
長
い
時
間

を
か
け
て
通
勤
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
住
宅
地

開
発
が
続
い
て
き
ま
し
た
が
、
今
は
そ
れ
を
続
け
る
の
が

苦
し
く
な
っ
た
。
男
性
も
女
性
も
家
で
子
育
て
を
し
て
、

外
で
も
働
く
。
そ
の
場
合
、
職
と
住
は
近
い
方
が
よ
い
に

決
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
手
に
職
が
あ
る
人
は
、
数
年
の

ブ
ラ
ン
ク
が
あ
っ
て
元
の
会
社
に
戻
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
な
ど
を
使
っ
て
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
で
仕
事
を
す
る
人
も
多
い
。
保
育
所
も
併
設
さ
れ

て
い
れ
ば
、
な
お
い
い
。
そ
ん
な
ニ
ー
ズ
が
大
都
市
で
も

地
方
都
市
で
も
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

加
藤　

小
倉
で
そ
の
よ
う
な
流
れ
が
起
き
て
い
る
の
に
は
、

背
景
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

島
原　

北
九
州
市
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
と
い
う

の
を
後
押
し
し
て
、
新
し
い
形
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起

こ
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
し
て
い
る
の
が
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
空
い
て
い
る
ビ
ル
の
オ
ー
ナ
ー
か
ら
物
件
を
「
教

材
」
と
し
て
提
供
し
て
も
ら
い
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
研

修
生
た
ち
が
実
際
に
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
し
て
提
案
す
る
と
い

う
形
で
す
。
成
功
事
例
が
出
は
じ
め
て
く
る
と
、「
こ
う

い
う
の
は
い
け
る
か
も
ね
」
み
た
い
な
形
で
追
随
す
る
動

き
が
出
て
く
る
。

加
藤　

ま
ず
ニ
ー
ズ
あ
り
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
か
ら

需
要
が
つ
い
て
く
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
す
ね
。

島
原　

で
す
か
ら
、
最
初
の
読
み
が
す
ご
く
大
事
で
す
。

こ
の
エ
リ
ア
を
ど
う
い
う
方
向
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
？　

立
地
的
、
歴
史
的
な
特
徴
を
把
握
し
て
、
そ

れ
を
こ
う
変
換
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
コ
ン
セ
プ
ト
を

立
て
る
。
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
事
例
が
う
ま
く
い
く
と
き
は
、

経け
い

絡ら
く

に
1
本
鍼は

り

を
打
つ
と
効
果
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な

力
を
感
じ
ま
す
。

加
藤　

大
阪
で
も
今
、
新
今
宮
の
駅
前
の
土
地
を
星
野
リ

ゾ
ー
ト
が
買
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
話
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。
新
今
宮
と
い
え
ば
通
天
閣
の
あ
る
新
世
界
に
も
近

く
、
関
西
空
港
と
直
結
す
る
便
利
な
場
所
で
す
が
、
南
に

隣
接
す
る
西
成
区
の
日
雇
い
労
働
者
の
街
「
あ
い
り
ん
地

区
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
強
く
、
こ
れ
ま
で
は
簡
易
宿
泊
所
や

料
金
の
安
い
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
な
ど
が
目
立
ち
ま
し
た
。

島
原　

最
初
に
聞
い
た
と
き
は
私
も
、
え
っ
！
と
思
っ
た

ん
で
す
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
面
白
い
こ
と
が
起
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
が
入
る
こ

と
で
、
今
ま
で
な
か
っ
た
価
値
観
や
目
線
で
街
を
見
る
人

た
ち
が
増
え
て
い
き
ま
す
か
ら
。

加
藤　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
カ
ラ
ー

が
違
う
と
い
う
意
味
で
、
半
分
は
心
配
な
面
も
あ
り
ま
す
。

「
あ
い
り
ん
地
区
」
周
辺
で
も
最
近
は
ま
ち
づ
く
り
を
頑

張
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
大
規
模
な
資
本
が
ど
ん
と

入
っ
て
き
て
、
下
か
ら
積
み
上
げ
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
が
台

無
し
に
な
る
こ
と
も
、
あ
り
え
な
く
は
な
い
の
か
な
あ
、

と
思
う
の
で
す
。

島
原　

確
か
に
日
本
の
場
合
、
常
に
再
開
発
が
先
に
動
い

て
し
ま
う
の
が
問
題
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
チ
ェ
ル
シ
ー
で
も
精
肉
工
場
、
倉
庫
、
廃
線
跡
と

い
っ
た
も
の
を
活
用
し
た
再
開
発
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
も
と
は
倉
庫
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
使
っ
て
み
る
、

と
い
っ
た
小
さ
な
ま
ち
の
変
化
が
出
発
点
に
あ
り
ま
し
た
。

先
に
大
規
模
な
プ
ラ
ン
を
置
い
て
し
ま
う
と
、
ど
ち
ら
に

転
ぶ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
危
う
さ
も
出
て
き
て

し
ま
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。

加
藤　

自
宅
で
も
な
く
職
場
で
も
な
い
、
居
心
地
の
よ
い

「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
？　

私
な
ど
は
、
つ
い
飲
み
屋
さ
ん

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
い
ま
す
が
…
…
。

い
っ
た
「
盛
り
場
」
的
な
も
の
が
、
都
市
計
画
的
な
場
面

で
ま
っ
た
く
議
論
さ
れ
な
い
の
が
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

夜
の
話
だ
か
ら
、
昼
間
の
会
議
室
で
ス
ー
ツ
を
着
た
よ
う

な
真
面
目
な
人
た
ち
に
は
で
き
な
い
の
か
…
…
。

加
藤　

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
石
川
栄
耀
は
先
駆
的
で
す
。

「
盛
り
場
を
知
ら
ず
し
て
、
都
市
を
つ
く
る
な
ん
て
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

日
本
な
ら
で
は
の

サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
の
あ
り
方

歩
く
こ
と
と
都
市
の
魅
力

島
原　

素
晴
ら
し
い
（
笑
）。
都
市
の
な
か
に
あ
る
猥わ

い

雑ざ
つ

性
を
排
除
し
て
い
く
よ
う
な
圧
力
が
強
ま
っ
た
の
は
、
や

は
り
戦
後
で
し
ょ
う
か
？

加
藤　

圧
倒
的
に
戦
後
で
し
ょ
う
ね
。
か
つ
て
の
日
本
に

は
、
も
っ
と
豊
か
な
道
路
空
間
の
歴
史
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
て
、
そ
れ
が
貧
困
化
し
て
今
の

自
動
車
優
先
の
道
路
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
の
で
す
。

登録有形文化財に指定される町家の前で。大阪を歩くと、まちの記憶を受け継ぐ建造物にあちこちで出会う。
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島
原　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
仙
台
の
定じ

よ
う

禅ぜ
ん

寺じ

通
り
な

ど
は
、
世
界
的
に
見
て
も
素
晴
ら
し
い
並
木
と
歩
道
が
あ

る
の
に
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
1
軒
も
な
い
。
一
部
で
は

見
直
し
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
「
道
路
交
通

法
」
の
抵
抗
と
い
う
か
、
道
路
は
食
べ
た
り
遊
ん
だ
り
す

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
根
強
い
。
公
共
空
間

で
商
売
を
し
て
儲
け
る
の
は
け
し
か
ら
ん
、
と
い
う
よ
う

な
話
も
出
て
く
る
し
…
…
。
同
じ
こ
と
は
水
辺
で
も
起
き

て
い
ま
す
。
東
京
で
は
、
隅
田
川
テ
ラ
ス
と
い
う
立
派
な

遊
歩
道
を
整
備
し
ま
し
た
。
桜
の
時
期
は
花
見
で
賑
わ
っ

て
い
ま
す
が
、
お
店
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
ふ
だ
ん

の
夜
は
が
ら
ん
と
し
て
、
怖
い
く
ら
い
。

加
藤　

京
都
の
鴨
川
沿
い
に
あ
る
納
涼
床
は
東
京
の
方
で

も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
あ
れ
は
比
較
的
、
新

し
い
形
な
ん
で
す
。
本
来
の
納
涼
床
は
、
河
原
の
中
な
ど

で
誰
も
が
自
由
に
入
り
、
自
由
に
抜
け
ら
れ
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
空
間
で
し
た
。
そ
こ
に
屋
台
と
か
金
魚
す
く
い

と
か
、
氷
屋
さ
ん
と
か
が
出
て
き
て
…
…
こ
れ
も
、
河
川

に
ま
つ
わ
る
法
律
の
影
響
で
、
庶
民
の
楽
し
み
と
し
て
は

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

島
原　

そ
れ
は
楽
し
そ
う
で
す
ね
。
確
か
に
治
水
や
災
害

対
策
と
い
う
観
点
か
ら
、「
じ
ゃ
あ
、
も
し
地
震
や
火
事
、

洪
水
が
起
き
た
ら
ど
う
す
る
ん
だ
？
」
と
言
わ
れ
た
ら
、

言
い
返
せ
な
い
の
で
す
が
…
…
。
し
か
し
、「
だ
か
ら
全

部
ダ
メ
」
と
い
う
よ
う
な
、
最
も
短
絡
的
な
解
決
法
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

加
藤　

福
岡
市
が
進
め
て
い
る
、
観
光
へ
の
屋
台
の
積
極

的
な
活
用
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
も
面
白
い
で
す
よ
ね
。

加
藤　

住
む
人
に
と
っ
て
も
安
全
で
、
外
か
ら
来
る
人
に

も
寛
容
な
ま
ち
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形

で
つ
く
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

ジ
ェ
イ
ン
・
ジ
ェ

イ
コ
ブ
ズ
と
い
う
人
の
考
え
は
、
今
と
な
っ
て
は
本
当
に

新
し
い
。
要
す
る
に
見
ず
知
ら
ず
の
人
が
夜
の
バ
ー
と
か

レ
ス
ト
ラ
ン
に
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
が
高
ま
り
、
安
心
安
全
が
担
保
さ
れ
る
と
い

う
。
け
れ
ど
も
、
日
本
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
ま
っ
た
く
逆

の
方
向
へ
向
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

「
ス
ー
パ
ー
防
犯
灯
」
な
ん
か
の
設
置
に
始
ま
り
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
異
物
を
排
除
す
る
力
が
強
ま
っ
て
い
る
。

島
原　

多
種
多
様
な
人
や
も
の
が
共
存
し
、
外
か
ら
来
た

人
々
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
。
大
阪
の
よ
う
な
ま
ち

は
特
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
日
本
の
都
市

と
い
う
の
は
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
的
な
寛
容
性
を
も
っ
て
開
か

れ
て
い
た
場
所
で
は
な
い
で
す
か
？

加
藤　

そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

島
原　

だ
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
比
較
的
、
細
い
道
路
を
大

事
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
…
…
。

加
藤　

そ
こ
は
本
当
に
重
要
で
す
よ
ね
。
道
を
広
げ
な
い

こ
と
で
す
。

島
原　

東
京
な
ど
は
特
に
防
災
意
識
が
高
い
の
で
、
道
路

は
広
げ
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
が
一
貫
し
て
い
ま
す
。
で

も
自
動
車
と
の
共
存
と
い
う
か
、
車
を
ど
こ
ま
で
入
れ
る

か
と
い
う
議
論
は
、
も
う
少
し
丁
寧
に
し
た
方
が
い
い
。

広
い
道
路
が
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
車
が
た
だ
通
過
す

る
だ
け
だ
と
し
た
ら
、
た
と
え
ば
駅
前
に
大
き
な
道
路
は

い
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
発
想
も
必
要
で
す
。

加
藤　

道
路
の
細
さ
は
、
賑
わ
い
も
演
出
で
き
ま
す
ね
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
前
後
の
神
戸
の
商
店
街
を
比
較
し
て

み
る
と
、
道
が
広
す
ぎ
た
と
こ
ろ
は
、
が
ら
ん
と
し
て
見

え
る
。
狭
い
と
こ
ろ
は
生
鮮
食
料
品
の
店
が
あ
る
だ
け
で
、

ち
ょ
っ
と
し
た
張
り
出
し
効
果
も
あ
り
、
賑
わ
い
が
感
じ

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
都
市
計
画
や
消
防
法
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
あ
る
と
は
思
う
ん
で
す
が
…
…
。

島
原　

迷
宮
の
よ
う
な
市
場
と
か
、
先
が
見
通
せ
な
い
よ

う
な
狭
い
商
店
街
。
歩
き
た
く
な
る
場
所
と
い
う
の
は
、

必
ず
し
も
歩
道
が
広
く
て
段
差
が
な
い
と
こ
ろ
を
意
味
し

な
い
ん
で
す
よ
ね
。「
官
能
都
市
」
の
調
査
で
、「
歩
け

る
」
と
い
う
指
標
の
1
番
に
な
っ
た
の
は
東
京
の
文
京
区

で
し
た
。
文
京
区
と
い
え
ば
、
坂
や
段
が
多
い
、
い
わ
ば

「
歩
き
に
く
い
」
エ
リ
ア
。
そ
の
方
が
、
逆
に
歩
き
た
く

な
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

加
藤　

起
伏
と
い
う
の
は
一
方
で
バ
リ
ア
に
な
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
逆
に
ま
ち
や
風
景
の
魅
力
で
あ
っ
た
り
、

「
そ
の
先
」
へ
一
歩
、
誘
う
装
置
に
も
な
る
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、
人
が
歩
き
た
く
な
る
場
所
、
歩
け
る
場
所
と
い

う
の
が
、
最
も
安
全
で
安
心
で
き
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

現
代
の
人
々
が
も
っ
て
い
る
都
市
の
ニ
ー
ズ
と
、
歴
史
的

な
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
が
つ
な
が
る
と
い
う
意
味
で
、

今
回
の
お
話
は
と
て
も
刺
激
的
で
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
か
ら
少
し
外
に
出
て
、

大
阪
の
ま
ち
を
五
感
で
感
じ
る
た
め
に
歩
き
ま
し
ょ
う
。

狭
い
道
や
バ
リ
ア
が

人
を
「
そ
の
先
」へ
と
誘
う

加
藤
政
洋

か
と
う
・
ま
さ
ひ
ろ

立
命
館
大
学
文
学
部
教
授
。

1
9
7
2
年
生
ま
れ
。
博
士
︵
文

学
︶。
専
門
は
文
化
・
歴
史
地
理

学
。
流
通
科
学
大
学
助
教
授
を

経
て
現
職
。
著
書
に
﹃
花
街
　

異
空
間
の
都
市
史
﹄﹃
大
阪
の
ス

ラ
ム
と
盛
り
場
　
近
代
都
市
と

場
所
の
系
譜
学
﹄﹃
モ
ダ
ン
京

都
﹄、
編
著
に
﹃
都
市
空
間
の
地

理
学
﹄
な
ど
が
あ
る
。

島
原
万
丈

し
ま
は
ら
・
ま
ん
じ
ょ
う

LIFU
LL H

O
M
E

ʼS

総
研
所
長
。

1
9
6
5
年
生
ま
れ
。
89
年
㈱
リ

ク
ル
ー
ト
入
社
。
2
0
1
3
年
3

月
リ
ク
ル
ー
ト
退
社
、
同
年
7
月

よ
り
現
職
。
ユ
ー
ザ
ー
目
線
で
の

住
宅
市
場
の
調
査
研
究
と
提
言

活
動
に
従
事
。
著
書
に
﹃
本
当
に

住
ん
で
幸
せ
な
街
　
全
国
﹁
官
能

都
市
﹂
ラ
ン
キ
ン
グ
﹄
が
あ
る
。

寛容性があり、自由に歩けることがまちの魅力になると語る両氏。
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は
じ
め
に

江
戸
時
代
の
藩
校
や
私
塾
、
庶
民
の
学
び
の
場
で
あ
っ

た
寺
子
屋
（
手
習
所
）
に
お
け
る
教
育
は
、
一
見
し
て
現

代
の
体
系
化
さ
れ
た
学
校
組
織
や
豊
か
な
教
育
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
、
多
様
な
教
育
方
法
な
ど
、
現
代
教
育
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
教
育
の
理
想
や
目

的
、
さ
ら
に
い
え
ば
教
育
の
大
前
提
で
あ
る
教
え
る
者
と

学
ぶ
者
の
関
係
性
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
教
育
は
、

決
し
て
現
代
の
教
育
に
劣
ら
な
い
。
江
戸
時
代
の
藩
校
で

学
ぶ
武
士
の
子
ど
も
達
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
指
導
者
と
し

て
の
誇
り
と
使
命
感
を
養
わ
れ
て
成
長
す
る
。
身
分
を
超

え
て
学
ん
だ
私
塾
で
は
、
学
ぶ
意
義
と
誇
り
を
自
覚
す
る

教
育
が
行
わ
れ
た
。
生
活
と
繋
が
っ
た
内
容
を
学
ぶ
寺
子

屋
の
子
ど
も
達
は
、
読
み
・
書
き
・
算そ

ろ
ば
ん盤
の
熟
達
を
通
し

て
、
人
生
を
豊
か
に
す
る
生
活
空
間
を
広
げ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
江
戸
の
学
び
は
、
単
な
る
知
識
や
情
報
の
獲
得
に

目
的
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
人
間
的
な
成
熟
と

深
く
繋
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
見
ら
れ
る
。

封
建
的
身
分
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
農
・
工
・
商
三
民

を
統
治
す
る
武
士
階
層
に
求
め
ら
れ
た
資
質
を
そ
の
ま
ま

近
代
の
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
卑
怯
を
卑
し
む
心

や
、
潔
く
生
き
る
こ
と
、
自
己
犠
牲
の
精
神
な
ど
は
武
士

に
限
ら
ず
、
当
時
の
庶
民
の
価
値
観
に
も
通
底
し
て
い
て
、

時
代
を
超
え
て
現
代
に
も
新
鮮
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

ま
た
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
多
く
の
下
級
武
士

が
見
せ
た
、
時
代
を
読
み
取
る
先
見
性
や
、
指
導
力
な
ど

に
、
今
日
の
日
本
人
が
及
ば
な
い
「
人
間
力
」
を
発
見
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
学
び
の
実
際
に
触
れ
て

考
え
て
み
た
い
。

Ⅰ  

武
士
の
学
び
と
教
育

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
武
士
の
教
育
に
は
四
書
（
論
語
・

孟
子
・
中
庸
・
大
学
）・
五
経
（
易
経
・
書
経
・
詩
経
・
礼
記
・

春
秋
）
な
ど
の
中
国
の
古
典
が
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し

て
用
い
ら
れ
た
。
儒
学
の
特
質
は
、
学
問
が
個
人
的
ま
た

は
社
会
的
な
道
徳
実
践
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
戦
国
の
世
が
終
わ
り
、
全
国
が
平
定
さ
れ
る
と
、

武
士
の
役
割
は
戦
闘
集
団
か
ら
、
農
・
工
・
商
の
三
民
を

統
治
す
る
封
建
官
僚
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
。
武
士
は

各
藩
に
開
設
さ
れ
た
藩
校
に
お
い
て
、
午
前
中
は
儒
学
の

古
典
を
学
び
、
統
治
者
と
し
て
相
応
し
い
人
格
を
磨
き
、

午
後
か
ら
は
剣
術
、
弓
術
、
馬
術
、
槍そ

う

術じ
ゆ
つ

、
水
練
な
ど
の

武
術
を
学
ん
だ
。
文
武
両
道
と
い
う
意
識
が
一
般
の
武
士

に
も
定
着
し
て
い
っ
た
。
武
士
は
藩
校
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
藩
に
特
有
な
学
び
の
形
態
、
つ
ま
り
日
常
的
な
生
活

を
通
し
て
人
間
形
成
を
行
っ
た
。
薩
摩
藩
を
例
に
と
っ
て

見
て
み
よ
う
。

◉
薩
摩
の
教
育
風
土

西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
を
は
じ
め
、
明
治
維
新
を
断

行
し
近
代
日
本
を
形
成
す
る
に
あ
た
り
多
く
の
人
材
を
輩

出
し
た
薩
摩
藩
で
は
独
特
の
教
育
機
能
を
持
っ
た
組
織
が

あ
っ
た
。

戦
国
大
名
の
多
く
は
、
幼
い
頃
よ
り
学
問
僧
の
教
育
を

受
け
て
教
養
を
形
成
し
た
。
16
世
紀
中
ご
ろ
に
登
場
し
た

島
津
忠た

だ

良よ
し

（
1
4
9
2
〜
1
5
6
8
）
は
日じ

つ

新し
ん

斎さ
い

ま
た
は

愚ぐ

谷こ
く

軒け
ん

と
号
し
た
教
養
人
で
あ
っ
た
。
忠
良
は
薩
摩
の
武

士
の
日
常
生
活
に
即
し
た
教
訓
と
な
る
47
首
か
ら
な
る

『
日
新
公
い
ろ
は
歌
』
を
書
き
残
し
て
い
る
。「
古

い
に
し
えの

道
を

聞
い
て
も
唱
え
て
も
、
我
が
行
い
に
せ
ず
ば
甲
斐
な
し
」

と
歌
っ
て
、
古
の
道
の
知
識
は
実
践
し
て
は
じ
め
て
本
来

の
価
値
が
生
ま
れ
る
と
説
い
た
。
忠
良
は
、
毎
月
定
期
的

に
家
臣
の
子
弟
を
集
め
て
、「
咄は

な
し

」
と
い
う
会
合
を
開
い

た
。
四
書
の
講
義
を
交
え
て
「
義
理
の
咄
」
や
「
忠
義
の

咄
」
な
ど
、
語
り
聞
か
せ
る
方
法
で
武
士
と
し
て
の
自
覚

を
促
し
た
の
で
あ
る
。
教
育
の
原
点
は
「
語か

た

り
」
で
あ
り
、

人
と
人
と
が
対
面
し
て
、
語
り
聞
か
せ
る
と
こ
ろ
に
「
学

び
」
と
「
教
え
」
が
成
立
す
る
。
こ
う
し
た
薩
摩
藩
の
教

育
風
土
が
薩
摩
の
人
間
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
具
体
的
な
形
と

な
っ
て
継
承
さ
れ
た
の
が
郷ご

中じ
ゆ
う

教
育
で
あ
る
。

◉
共
同
生
活
で
学
ぶ
郷
中
教
育

薩
摩
藩
の
城
下
で
は
「
方ほ

う

限ぎ
り

」
と
い
う
区
画
ご
と
に

「
咄は

な
し

相あ
い

中じ
ゆ
う

」
ま
た
は
「
二に

才せ

咄ば
な
し

」
と
称
さ
れ
る
青
少
年
の

自
主
的
な
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。「
二
才
」
と
は
元

日新公いろは歌
いろは47文字ではじまる47首の和歌に道徳・宗教を織り交ぜた和歌集。島津忠良作。
郷中教育で武士の子弟教育の根幹として用いられ、藩内に広まった。
所蔵／尚古集成館

島津忠良像
儒教、仏教に教養が深く、近世島津氏の基礎を作った。
所蔵／尚古集成館

服
し
た
15
歳
か
ら
24
歳
ま
で
の
男
子
の
集
ま
り
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
6
歳
か
ら
10
歳
ま
で
の
小こ

稚ち

児ご

と
11
歳
か
ら

14
歳
ま
で
の
長お

せ

稚ち

児ご

と
い
う
よ
う
に
、
小
さ
い
時
か
ら
子

ど
も
集
団
を
形
成
さ
せ
、
自
治
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
年
長
の
長
稚
児
は
生
活
全
般
か

ら
学
習
に
至
る
ま
で
小
稚
児
の
面
倒
を
見
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
た
。
郷
中
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
享
保
期
（
18
世
紀
の
初
頭
）
頃
か
ら
と

い
わ
れ
て
い
る
。

郷
中
に
お
い
て
は
、
共
同
生
活
を
通
し
て
相
互
に
切
磋

学
び
と
は
、
得
た
知
識
や
情
報
に
よ
り
豊
か
な
人
間
形
成
が
さ
れ
、

社
会
を
か
た
ち
づ
く
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

同
時
代
の
世
界
で
類
を
見
な
い
ほ
ど
識
字
率
が
高
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
江
戸
時
代
に
は
、

武
士
を
育
て
た
藩
校
や
庶
民
の
子
ど
も
に
読
み
書
き
を
学
ば
せ
た
寺
子
屋
、

身
分
を
超
え
た
学
び
舎
で
あ
っ
た
私
塾
な
ど
、
様
々
な
学
び
の
場
が
あ
っ
た
。

場
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
江
戸
時
代
に
お
け
る
学
び
の
実
際
を
通
し
、

今
求
め
ら
れ
る
学
び
の
場
の
あ
り
方
を
探
る
。

江
戸
時
代
の
学
び
と
教
え

沖
田
行
司

O
kita Yukuji

お
き
た
・
ゆ
く
じ

1
9
4
8
年
京
都
府
生
ま
れ
。
教
育
史
学
者
。
同

志
社
大
学
社
会
学
部
教
授
。
専
門
は
日
本
教
育

史
、
日
本
教
育
思
想
史
。
著
書
に
﹃
日
本
近
代

教
育
の
思
想
史
研
究
︱
︱
国
際
化
の
思
想
系
譜
﹄

﹃
藩
校
・
私
塾
の
思
想
と
教
育
﹄﹃
日
本
国
民
を
つ

く
っ
た
教
育
﹄、共
編
著
に
﹃
教
育
社
会
史
﹄
な
ど
。
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琢
磨
し
、
常
日
頃
か
ら
武
士
と
し
て
の
立
場
を
わ
き
ま
え
、

武
士
に
恥
じ
ぬ
振
る
舞
い
を
す
る
た
め
に
、「
詮せ

ん

議ぎ

」
と

い
う
学
習
方
法
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。「
詮
議
」
は
も
と

も
と
「
穿
議
」
と
い
う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
、
物
事
を
詳
し

く
調
べ
尽
く
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
、「
親
の
仇
を
討
と
う
と
探
し
回
っ
て
船
中

に
あ
っ
た
と
き
、
船
が
沈
み
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き

に
助
け
の
船
が
や
っ
て
き
た
が
、
よ
く
見
る
と
そ
れ
は
親

の
仇
で
あ
っ
た
。
さ
て
ど
う
す
る
か
」
と
問
い
か
け
る
。

こ
れ
を
「
詮
議
か
け
」
と
称
し
た
。
命
を
助
け
て
も
ら
っ

た
恩
義
か
ら
、
仇
討
ち
は
あ
き
ら
め
る
な
ど
、
こ
れ
に
は

様
々
な
答
え
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
助
け
て
も
ら
っ

た
こ
と
に
対
し
て
は
厚
く
礼
を
述
べ
、「
親
の
仇
で
あ
る

の
で
覚
悟
を
せ
よ
」
と
討
ち
果
た
す
こ
と
が
正
解
答
と
し

て
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
矢
継
ぎ
早
の
質
問
を

し
か
け
て
判
断
力
を
磨
い
て
い
っ
た
。「
二
人
の
剣
客
が

い
て
、
小
路
に
一
頭
の
馬
が
繋
が
れ
て
い
た
。
路
が
狭
い

の
で
容
易
に
通
り
抜
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ

た
。
一
人
の
剣
客
は
密
か
に
馬
の
後
ろ
を
通
り
抜
け
よ
う

と
し
た
が
、
馬
が
驚
い
て
後
ろ
足
で
跳
ね
よ
う
と
し
た
。

腕
に
覚
え
の
あ
る
剣
客
は
身
を
巧
く
か
わ
し
て
通
り
抜
け

た
。
こ
の
様
子
を
見
て
い
た
も
う
一
人
の
剣
客
は
、
引
き

返
し
て
他
の
路
を
選
ん
で
い
っ
た
」。
こ
の
話
を
聞
い
て

「
い
ず
れ
が
是
な
る
か
」
と
問
い
か
け
る
。
恐
ら
く
、
血

気
盛
ん
な
二
才
達
は
、
馬
に
恐
れ
慄
い
て
回
り
道
を
す
る

と
は
武
士
に
と
っ
て
恥
ず
べ
き
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ

る
が
、
武
士
の
身
体
は
も
っ
と
重
要
な
と
こ
ろ
で
役
立
て

る
も
の
で
あ
り
、
無
駄
な
危
険
を
冒
さ
ず
他
の
路
を
回
っ

た
剣
客
が
正
し
い
と
い
う
の
が
正
解
答
と
さ
れ
た
。

二
才
達
は
お
互
い
に
「
詮
議
」
を
か
け
て
自
己
修
練
を

行
っ
て
い
た
。
西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
な
ど
が
属
し
て

い
た
郷
中
の
回
顧
談
が
残
さ
れ
て
い
る
。
西
郷
達
は
書
物

を
い
く
ら
か
読
ん
で
は
、
本
を
閉
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考

え
を
問
い
た
だ
す
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

各
々
の
「
志

こ
こ
ろ
ざ
し」
や
「
誠
を
尽
く
す
」
こ
と
か
ら
、
時
勢

を
論
じ
る
な
ど
、
極
め
て
現
実
性
を
帯
び
た
議
論
が
闘
わ

さ
れ
た
。
薩
摩
藩
か
ら
、
日
本
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
た

う
え
で
、
日
本
が
直
面
す
る
問
題
を
解
決
で
き
る
見
識
と

度
量
を
持
っ
た
人
物
が
多
く
輩
出
し
た
の
は
、
こ
う
し
た

厳
し
い
討
論
を
通
し
て
、
知
識
を
知
性
に
ま
で
高
め
た
郷

中
教
育
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

Ⅱ  

庶
民
教
育
の
伝
統

◉
江
戸
の
教
育
の
原
点

現
代
の
よ
う
に
制
度
と
し
て
の
学
校
が
な
か
っ
た
時
代

に
も
子
ど
も
は
学
び
・
教
え
ら
れ
て
成
長
し
た
。

江
戸
時
代
の
人
々
が
考
え
た
教
育
の
原
点
は
「
子
ど
も

を
大
人
に
す
る
」
ま
た
は
「
一
人
前
」
に
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
近
代
の
学
校
制
度
が
誕
生
し
て
以
来
、
私
達
は

「
教
え
」
に
力
点
を
置
い
て
考
え
て
き
た
。
も
と
も
と
教

授
法
は
近
代
に
な
っ
て
西
欧
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
れ
以
前
の
日
本
や
中
国
の
書
物
に
は
教
授
法
に
つ
い
て

書
か
れ
た
も
の
は
稀
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
学
ぶ
か
、
子

ど
も
を
い
か
に
し
て
学
ば
せ
る
か
と
い
う
学
習
方
法
に
つ

い
て
書
か
れ
た
書
物
が
主
流
で
あ
っ
た
。
学
ぼ
う
と
す
る

子
ど
も
、
ま
た
は
弟
子
が
い
て
は
じ
め
て
教
え
が
成
立
す

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
子
ど
も
に
教
え
る
の
で
は
な

く
学
ば
せ
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
で
は
学
力
の
低
下

が
問
題
と
な
り
、
ゆ
と
り
教
育
が
批
判
さ
れ
て
「
学
び
」

よ
り
も
「
教
え
」
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
強
く

な
っ
て
い
る
。

一
般
に
江
戸
時
代
の
庶
民
の
子
ど
も
の
教
育
と
い
え
ば
、

寺
子
屋
が
挙
げ
ら
れ
る
。
寺
子
屋
は
現
代
の
学
校
と
理
解

す
る
よ
り
も
、
算
盤
塾
と
か
踊
り
や
お
茶
の
お
稽
古
の
よ

う
な
習
い
事
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近

風流てらこ吉書はじめけいこの図
歌川豊国（初代）画
寺子屋での新年稽古始めの様子。師匠、助手、寺子（生徒）も女性で、広く女性の間で文字が学ばれていたことがわかる。
所蔵／公文教育研究会

一掃百態 寺子屋図
渡辺崋山画
喧嘩をしている子どもや学習に飽きた子ども……。一斉授業を原則としない寺子屋で、伸び伸びと学ぶ子どもの様子が描かれている。
所蔵／田原市博物館

年
で
は
、
寺
子
屋
と
い
う
名
称
を
使
わ
ず
、
読
み
、
書
き
、

算
を
学
ぶ
「
手
習
所
」
と
い
う
よ
う
な
表
記
が
用
い
ら
れ

て
い
る
の
は
こ
う
し
た
実
態
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

◉
寺
子
屋
の
教
え
と
学
び

中
世
の
寺
院
教
育
で
は
、
寺
で
学
ぶ
児
童
を
「
寺
子
」

と
称
し
た
が
、
近
世
に
な
る
と
必
ず
し
も
寺
で
学
ぶ
の
で

は
な
く
、
一
般
の
文
字
学
び
を
教
え
る
人
の
所
に
集
ま
る

児
童
を
「
寺
子
」
と
呼
び
、「
寺
子
」
を
集
め
る
職
業
と

し
て
の
「
屋
」、
す
な
わ
ち
寺
子
屋
が
登
場
す
る
。

寺
子
屋
は
元
禄
期
を
境
と
し
て
普
及
し
は
じ
め
る
。
元

禄
期
は
商
品
流
通
経
済
が
発
達
し
、
参
勤
交
代
制
度
と
相

ま
っ
て
、
全
国
の
交
通
網
も
急
速
に
整
備
さ
れ
た
。
農
村

に
お
い
て
は
商
品
作
物
が
栽
培
さ
れ
、
ま
た
農
業
技
術
や

品
種
改
良
も
行
わ
れ
て
、
伝
統
的
な
農
業
知
識
に
加
え
て

新
し
い
農
業
の
方
法
や
技
術
を
学
ぶ
必
要
が
出
て
く
る
。

寺
子
屋
は
庶
民
の
間
か
ら
自
然
と
普
及
し
、
都
市
か
ら
農

村
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。「
読
み
書
き
算
」
の
学
び
は

契
約
書
の
作
成
や
、
時
に
は
訴
訟
の
準
備
な
ど
、
庶
民
の

生
活
防
衛
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

寺
子
屋
で
は
一
斉
授
業
は
行
わ
れ
ず
、
子
ど
も
の
習
熟

に
合
わ
せ
て
師
匠
が
学
び
の
対
象
を
考
え
て
設
定
し
た
。

し
た
が
っ
て
、「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
は
基
本
的
に
起
こ
ら
な

い
仕
組
み
に
あ
っ
た
。
持
ち
運
び
が
比
較
的
容
易
な
天
神

机
を
、
向
か
い
合
わ
せ
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
が

進
ん
で
い
る
子
が
遅
れ
て
い
る
子
を
手
助
け
す
る
と
い
う

工
夫
も
行
わ
れ
て
い
た
。
天
神
机
と
い
う
の
は
、
筆
が
落

ち
な
い
よ
う
に
両
袖
に
筆
返
し
が
施
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ

が
天
神
さ
ん
の
鳥
居
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ

う
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
寺
子
屋
の
授
業
を
描
い

た
ど
の
浮
世
絵
を
見
て
も
、
子
ど
も
達
は
伸
び
伸
び
と
学

ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
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◉
師
匠
と
テ
キ
ス
ト

寺
子
屋
の
師
匠
は
、
農
村
で
は
僧
侶
や
神
官
、
ま
た
は

隠
居
を
し
た
農
村
の
指
導
者
な
ど
が
多
く
、
無
料
で
子
ど

も
達
に
文
字
学
習
の
機
会
を
提
供
し
て
い
た
。
都
市
部
で

は
職
業
と
し
て
の
寺
子
屋
の
師
匠
が
増
え
、
城
下
町
で
は

武
士
や
町
人
、
大
都
市
で
は
多
く
の
女
師
匠
が
存
在
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
浮
世
絵
な
ど
に
は
、
女
性
が

自
分
の
子
ど
も
に
読
み
書
き
を
教
え
て
い
る
姿
も
描
か
れ

て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
女
性
に
学
問
は
い
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
識
字
率
が
低
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

女
性
を
対
象
と
し
た
読
み
物
も
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
も
、
文
字
学
び
が
広
く
女
性
の
間
に
も
浸
透
し

て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
夫
婦
で
寺
子
屋
を
経
営
す
る
こ

と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
午
前
中
は
共
通
の
文
字
学
習

で
、
午
後
か
ら
は
女
の
子
は
裁
縫
や
三
味
線
を
、
男
の
子

は
算
盤
と
い
う
よ
う
に
、
極
め
て
実
用
的
な
学
習
が
用
意

さ
れ
て
い
た
。
寺
子
屋
で
用
い
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
「
往お

う

来ら
い

物も
の

」
と
呼
ば
れ
、
大
坂
の
よ
う
な
商
業
地
域
で
は
商
売

に
必
要
な
文
字
か
ら
な
る
『
商
売
往
来
』『
問
屋
往
来
』、

農
業
地
域
で
は
『
百
姓
往
来
』『
農
業
往
来
』、
漁
村
で
は

『
船
方
往
来
』
な
ど
が
あ
り
、
生
活
に
即
し
た
内
容
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
た
。
全
国
に
共
通
し
た
も
の
に
は
『
庭て

い

訓き
ん

往
来
』『
実じ

つ

語ご

教き
よ
う

』
な
ど
が
あ
り
、
人
と
し
て
求
め
ら
れ

る
教
訓
や
日
常
生
活
に
必
要
な
知
識
や
年
中
行
事
な
ど
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
子
ど
も
達
は
こ
う
し
て
寺
子
屋
（
手
習
所
）

で
読
み
書
き
算
盤
を
学
ぶ
の
で
あ
る
が
、
子
ど
も
か
ら
大

人
に
な
る
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
様
々
な
年
中
行
事
や
お
祭

り
な
ど
子
ど
も
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
が
持
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
行
事
を
通
し
て
、
共
同
体
の
一
員
と
し
て
の
自

覚
を
深
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
12
〜
13
歳
で
寺
子
屋
を
終

え
た
子
ど
も
達
は
奉
公
先
の
商
家
や
職
人
の
親
方
を
通
し

て
「
一
人
前
」
と
し
て
成
長
す
る
。
商
家
の
主
人
は
親
で

あ
り
師
で
も
あ
っ
た
。
子
ど
も
達
は
商
売
に
つ
い
て
学
び
、

能
力
の
あ
る
者
は
暖の

れ

ん簾
分
け
し
て
も
ら
い
、
独
立
し
て

い
っ
た
。
職
人
の
親
方
は
技
術
の
伝
承
だ
け
で
は
な
く
、

職
人
と
し
て
相
応
し
い
度
量
と
生
き
様
を
学
ば
せ
た
。

Ⅲ  

自
由
な
学
び
舎
―
―
私
塾

◉
大
坂
町
人
の
学
び

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
還
俗
し
た
僧
侶
や
学
問
を
志
す

町
人
や
武
士
が
登
場
し
て
私
塾
を
開
設
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
日
本
朱
子
学
の
祖
と
い
わ
れ
た
藤ふ

じ

原わ
ら

惺せ
い

窩か

や
そ
の
弟

子
で
徳
川
幕
府
の
官
学
の
祖
と
い
わ
れ
た
林は

や
し

羅ら

山ざ
ん

は
相
国

寺
や
建
仁
寺
を
出
て
市
井
で
朱
子
学
を
説
い
た
。
京
都
の

上
層
町
人
出
身
の
伊い

藤と
う

仁じ
ん

斎さ
い

は
古こ

義ぎ

堂ど
う

で
教
え
、
大
洲
藩

士
で
あ
っ
た
中な

か

江え

藤と
う

樹じ
ゆ

は
武
士
を
放
棄
し
て
近
江
国
高
島

郡
で
藤
樹
書
院
と
い
う
私
塾
を
開
い
た
。

「
天
下
の
台
所
」
や
「
商
人
の
町
」
と
し
て
知
ら
れ
た
大

坂
で
も
多
く
の
私
塾
が
開
設
さ
れ
た
。
江
戸
の
中
期
に

「
五
同
志
」
と
呼
ば
れ
る
豪
商
達
が
出
資
し
て
開
設
さ
れ

た
「
懐か

い

徳と
く

堂ど
う

」
は
朱
子
学
を
教
授
し
、
山や

ま

片が
た

蟠ば
ん

桃と
う

や
富と

み

永な
が

仲な
か

基も
と

な
ど
独
創
的
な
町
人
学
者
を
輩
出
し
た
。
山
片
蟠
桃

は
合
理
的
な
考
え
に
基
づ
き
日
本
の
神
代
以
来
の
歴
史
を

批
判
的
に
考
察
し
、
西
洋
の
天
文
学
の
成
果
に
基
づ
い
て

地
動
説
を
と
な
え
た
。
ま
た
、
富
永
仲
基
は
仏
教
各
派
の

教
義
の
発
展
史
を
考
察
し
、
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た

（「
加
上
」）
教
義
ほ
ど
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
、
必
ず
し
も

仏
陀
の
教
え
そ
の
も
の
と
い
え
な
い
と
論
じ
た
。

江
戸
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
新
し
い
学
問
で
あ
る

蘭
学
が
普
及
し
、
長
崎
や
大
坂
、
江
戸
を
拠
点
と
し
て
蘭

学
塾
が
開
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
坂
で
は
多
様
な

蘭
学
塾
が
開
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
緒お

方が
た

洪こ
う

庵あ
ん

が
設

立
し
た
「
適て

き

塾じ
ゆ
く

」
で
は
、「
教
え
ら
れ
る
」
よ
り
も
「
学

び
と
る
」
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
、
能
力
主
義
の
も
と
、

塾
生
の
切
磋
琢
磨
に
よ
っ
て
最
先
端
の
医
学
知
識
が
学
ば

れ
た
。
と
く
に
驚
く
べ
き
は
、
緒
方
洪
庵
が
ベ
ル
リ
ン
大

学
の
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ド
の
著
書
を
翻
訳
し
て
医
の
倫
理
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
先
端
の
知
識
と

技
術
を
持
っ
た
医
師
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
の
は
、
自
分

の
た
め
で
は
な
く
人
の
た
め
で
あ
る
の
で
、
医
者
は
安
逸

を
願
う
の
で
は
な
く
、
名
声
や
利
益
を
顧
み
ず
に
人
を
救

う
こ
と
だ
け
を
願
う
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
ま
た

「
病
者
に
対
し
て
は
病
者
を
見
る
べ
し
、
貴
賎
貧
富
を
顧

み
る
こ
と
な
か
れ
」
と
述
べ
、
医
師
の
報
酬
は
富
者
の
与

え
る
手
か
ら
零こ

ぼ

れ
落
ち
る
金
銀
で
は
な
く
、
貧
者
の
両
眼

か
ら
溢
れ
る
感
謝
の
涙
で
あ
る
と
も
説
い
た
。
こ
れ
ら
は

適
塾
の
教
訓
と
し
て
学
ば
れ
、
こ
こ
か
ら
日
本
赤
十
字
社

の
基
礎
を
作
っ
た
佐さ

野の

常つ
ね

民た
み

や
窮
民
医
療
に
尽
く
し
た
高た

か

松ま
つ

凌り
よ
う

曇う
ん

の
よ
う
な
、
高
い
志
を
持
っ
た
人
物
が
輩
出
し

た
。「
懐
徳
堂
」
や
「
適
塾
」
は
、
利
益
を
最
優
先
す
る

商
業
都
市
と
い
う
大
坂
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
て
、

合
理
的
で
独
創
的
、
か
つ
人
間
性
豊
か
な
学
び
の
「
場
」

と
し
て
全
国
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
商
人

が
経
済
的
に
も
相
対
的
に
自
立
し
て
生
活
し
た
大
坂
と
い

う
地
域
が
持
つ
も
う
一
つ
の
個
性
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
。

武
士
を
育
て
た
藩
校
や
庶
民
の
子
ど
も
に
読
み
書
き
を

学
ば
せ
た
寺
子
屋
、
そ
れ
に
身
分
を
超
え
た
学
び
舎
で

あ
っ
た
私
塾
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
持
つ
個
性
や
教
育

力
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
教
育
効
果
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域
が
持

つ
豊
か
な
教
育
力
、
そ
れ
は
お
祭
り
で
あ
っ
た
り
、
子
ど

も
の
誕
生
で
あ
っ
た
り
お
葬
式
で
あ
っ
た
り
と
、
地
域
の

人
々
を
結
び
つ
け
る
様
々
な
行
事
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て

き
た
。
地
域
が
固
有
の
学
び
の
場
と
な
っ
た
と
き
、
学
校

教
育
も
本
来
の
機
能
を
取
り
戻
し
、
ま
た
独
創
的
で
、
人

間
性
に
と
ん
だ
学
問
が
生
み
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

懐徳堂
1724年、大坂の豪商「五同志」が出資し、三宅
石庵を学主に招き開設。大坂の学術発展と商道
徳の育成に貢献した。
写真は1916年に再建された重建（ちょうけん）
懐徳堂。
所蔵／一般財団法人懐徳堂記念会

適塾
1838年、蘭学者で医者であった緒方洪庵が設
立。幕末から明治に活躍する人材を数多く輩出。
国内唯一の蘭学塾の遺構として現存する。
写真提供／大阪大学

山片蟠桃像
懐徳堂が輩出した、商人であり学者であった山片蟠桃。
写真提供／大阪大学懐徳堂研究センター
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和
の
暮
ら
し
を
体
験
す
る
会
を
催
し
た

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
（
以
下
、
今
昔
館
）

は
2
0
0
1
年
に
開
館
し
、
1
8
3
0

年
代
・
天
保
年
間
の
大
坂
の
ま
ち
を
再
現

し
て
い
る
。
建
具
や
展
示
物
を
手
に
取
っ

た
り
、
路
地
に
入
り
込
ん
だ
り
、
暮
ら
し

の
目
線
で
楽
し
め
る
の
が
魅
力
的
だ
。

年
間
利
用
者
は
2
0
1
4
年
度
の

36
万
人
か
ら
16
年
度
57
万
人
へ
急
増
し
、

半
数
以
上
を
外
国
人
が
占
め
る
。
浴
衣
の

着
付
け
サ
ー
ビ
ス
（
30
分
・
5
0
0
円
）
は
、

1
日
3
0
0
人
の
枠
が
毎
日
完
売
す
る

ほ
ど
人
気
だ
。
自
由
に
撮
影
が
で
き
、
自

撮
り
し
て
S
N
S
に
発
信
す
る
と
、
そ

れ
を
見
て
さ
ら
に
来
館
が
増
え
る
。

落
語
家
の
故
・
桂
米
朝
の
案
内
ア
ナ
ウ

ン
ス
を
聞
い
て
か
ら
木
戸
門
を
く
ぐ
る
と
、

江
戸
時
代
の
ま
ち
に
吸
い
込
ま
れ
る
。
風

呂
屋
や
本
屋
、
唐
物
屋
、
町
会
所
、
薬
屋

な
ど
が
つ
く
ら
れ
、
町
家
の
内
部
に
は
座

敷
や
竈

へ
つ
つ
い、
走
り
（
流
し
）、
水
壺
、
井
戸

が
効
率
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
裏
長
屋
に
は
大
工
や
青
物
売
り
、

義
太
夫
節
の
師
匠
が
住
ん
で
い
る
と
い
う

設
定
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
が
演
出
さ

れ
て
い
る
。
当
時
の
賃
貸
住
宅
の
シ
ス
テ

ム
「
裸
貸
し
」
も
見
て
と
れ
る
。
江
戸
時

代
の
大
坂
で
は
、
長
屋
の
家
主
は
ス
ケ
ル

ト
ン
（
構
造
躯
体
）
を
所
有
し
、
畳
も
竈

も
イ
ン
フ
ィ
ル
（
内
装
・
設
備
）
は
す
べ

て
店
子
の
持
ち
込
み
だ
っ
た
。
現
代
で
い

う
S
I
住
宅
の
仕
組
み
が
大
坂
に
は

あ
っ
た
の
だ
。

井
戸
端
と
い
う
共
用
空
間
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
核
で
あ
り
、
ト
イ
レ
や
ゴ
ミ
の
回

収
の
仕
組
み
は
現
代
を
し
の
ぐ
エ
コ
シ
ス

テ
ム
。
町
角
や
家
の
中
に
犬
や
猫
、
ね
ず

み
の
置
物
が
仕
掛
け
ら
れ
、
来
場
者
に
人

気
の
撮
影
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

能
楽
や
歌
舞
伎
な
ど
本
格
的
な
古
典
芸

能
を
い
き
な
り
鑑
賞
す
る
の
は
難
し
い
が
、

住
ま
い
と
暮
ら
し
が
テ
ー
マ
な
ら
敷
居
が

低
い
。
学
術
的
に
裏
付
け
ら
れ
た
専
門
博

物
館
だ
か
ら
こ
そ
見
ご
た
え
が
あ
る
。
多

角
的
に
楽
し
め
、何
度
行
っ
て
も
飽
き
な
い
。

「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
と
い
う
外
的
要
因
と
、

S
N
S
の
発
達
が
昨
今
の
入
場
者
増
を

支
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
い
か
に
深
化

さ
せ
て
い
く
か
は
大
き
な
課
題
。
外
国
人

の
訪
問
が
、
一
時
的
な
ブ
ー
ム
で
な
く
、

日
常
の
姿
に
な
れ
ば
…
…
」
と
谷
直
樹
今

昔
館
館
長
は
話
す
。

体
験
会
に
参
加
し
た
お
よ
そ
60
人
の
外

国
人
は
、
2
0
0
年
前
の
大
坂
の
何
を

発
見
し
、
共
感
し
た
の
だ
ろ
う
。
最
も
満

足
度
が
高
か
っ
た
の
が
、
実
は
着
物
体
験

だ
っ
た
。

「
着
物
で
江
戸
時
代
の
ま
ち
を
歩
く
こ
と

が
と
て
も
楽
し
い
」（
韓
国
・
23
歳
ほ
か
多
数
）

「
着
付
師
が
手
際
よ
く
着
付
け
て
く
れ
た

こ
と
に
感
謝
」（
フ
ラ
ン
ス
・
25
歳
ほ
か
多
数
）

日
本
の
民
族
衣
装
を
着
ら
れ
た
こ
と
が

う
れ
し
く
、
着
物
の
良
さ
を
発
見
し
て
い

る
。
着
物
姿
で
歩
き
、
日
本
の
歴
史
を
追

体
験
す
る
。
本
格
的
な
装
い
で
、
本
格
的

な
ま
ち
を
歩
き
、
そ
の
体
験
を
支
え
て
く

2
0
0
年
前
の
ま
ち
体
験

│
│
大
坂
を
見
る
・
聴
く
・
味
わ
う
・
感
じ
る

れ
た
人
と
交
流
を
楽
し
む
。
お
仕
着
せ
で

な
く
、
2
0
0
年
前
を
再
現
し
た
空
間

で
着
る
こ
と
が
体
に
響
い
た
の
だ
。

演
劇
『
大
坂
町
家
劇
場
』
に
対
し
て
も

高
評
価
を
つ
け
た
。

「
役
者
た
ち
は
と
て
も
上
手
で
、
多
い
に

楽
し
ん
だ
」（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
30
歳
）

「
笑
い
の
中
か
ら
商
人
の
ま
ち
、
大
坂
の

あ
り
か
た
が
見
え
る
」（
中
国
・
32
歳
）

館
内
に
は
他
の
見
学
者
も
い
て
混
雑
し

て
い
た
が
、
演
劇
に
引
き
込
ま
れ
て
い
た
。

多
言
語
に
対
応
し
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
も
配
布

さ
れ
て
い
た
が
、
あ
ま
り
活
用
せ
ず
直
に

楽
し
ん
だ
。
体
験
会
の
外
国
人
た
ち
は
な

ぜ
楽
し
め
る
の
か
。
言
葉
は
時
に
観
光
や

交
流
の
壁
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ

を
超
え
て
楽
し
め
た
の
は
、
ま
さ
に
彼
ら

が
「
外
か
ら
の
目
」
を
も
ち
、
初
め
て
見

た
「
本
格
的
な
上
方
文
化
」
に
興
味
津
々

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
楽
し
め
る

工
夫
を
主
催
者
や
関
係
者
が
丁
寧
に
企
画

し
、
と
も
に
実
践
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。

2
0
0
年
前
の
大
坂
を
再
現
し
た
今

昔
館
は
、
そ
の
壮
大
さ
と
緻
密
さ
に
魅
力

が
あ
る
。
体
験
会
の
参
加
者
が
感
動
し
た

の
は
、
単
に
ハ
ー
ド
の
立
派
さ
だ
け
で
は

な
い
。

「
日
本
の
町
家
は
、
昔
の
日
本
人
の
知
恵

を
表
し
て
い
る
。
昔
の
生
活
の
中
に
は
不

便
さ
も
あ
る
と
思
う
が
、
日
本
ら
し
さ
が

感
じ
ら
れ
た
」（
ベ
ト
ナ
ム
・
24
歳
）

「
商
家
の
大
戸
、
板
戸
、
無
双
窓
な
ど
、

建
具
が
と
て
も
興
味
深
い
」（
ド
イ
ツ
・
25

歳
）ば

っ
た
り
床し

よ
う

几ぎ

や
箱
階
段
、
ひ
も
を

使
っ
て
開
閉
す
る
台
所
の
高
窓
な
ど
、
狭

い
町
家
を
有
効
に
使
う
た
め
の
建
具
や
工

作
技
術
、
暮
ら
し
の
工
夫
に
感
心
し
た
人

が
多
か
っ
た
。「
大
坂
の
ま
ち
は
狭
い
と

感
じ
た
」
と
感
想
を
も
ら
し
た
人
も
い
た
。

大
坂
の
狭
さ
は
、
大
坂
の
地
域
文
化
が
成

り
立
つ
原
点
で
も
あ
る
。
多
く
の
人
口
が

狭
い
土
地
に
集
ま
っ
た
か
ら
こ
そ
、
コ
ン

パ
ク
ト
な
住
ま
い
や
暮
ら
し
が
工
夫
さ
れ
、

活
気
を
生
み
、
人
と
人
の
距
離
感
を
近
づ

け
た
。
そ
ん
な
大
坂
と
い
う
地
域
文
化
の

本
質
を
感
じ
取
っ
た
外
国
人
が
い
た
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。

「
上
方
の
生
活
文
化
」
を
考
え
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
会
場
に
、
日
本
テ
レ
マ
ン
協
会
の

演
奏
が
響
い
た
。
ジ
ョ
ス
カ
ン
・
デ
・
プ

レ
の
名
曲
『
千
々
の
悲
し
み
』
は
、
日
本

に
帰
国
し
た
天
正
遣
欧
使
節
が
天
正
19

（
1
5
9
1
）
年
に
演
奏
し
、
豊
臣
秀
吉
が

3
度
も
ア
ン
コ
ー
ル
を
求
め
た
曲
だ
と
い

う
。
宣
教
師
を
介
し
、
最
初
に
西
洋
音
楽

を
聞
い
た
の
は
織
田
信
長
だ
っ
た
と
言
わ

れ
、
そ
の
次
が
秀
吉
。
西
洋
か
ら
届
い
た

初
期
バ
ロ
ッ
ク
に
感
動
し
た
で
あ
ろ
う
秀

吉
に
想
い
を
馳
せ
る
。

同
協
会
の
創
設
者
、
延
原
武
春
氏
は

「
西
洋
の
音
楽
は
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に

日
本
に
伝
わ
り
、
最
初
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
、

次
い
で
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
出
島
を
介
し
て
プ

大阪・和の暮らしを体験する会

実施日 2017年2月4日（土）～6日（月）の3日間
12:15 ～ 18:00

会場 第1部  大阪くらしの今昔館（大阪市立住まいのミュージアム）

第2部  吉田家住宅（登録有形文化財）

外国人を対象に開催された「大阪・和の暮らしを体験する会」は、
内閣官房オリンピック・パラリンピック推進本部事務局が委託し、
平成28年度オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査の一
環として、大阪くらしの今昔館が主催、大阪ガス㈱エネルギー・文
化研究所（CEL）が協力したプロジェクト。体験会には3日間で17
か国・58人の外国人が参加した。
第1部は、参加者全員が和装で今昔館の中を歩き、200年前の大
坂のまちと暮らしを体感。プロの俳優たちと今昔館のボランティア

「町家衆」による演劇『大坂町家劇場』（演出・構成・台本　上田一軒）

を楽しむ。
第2部は、現存する築96年の吉田家住宅で、家主の吉田薺

なずな

氏の
挨拶と、谷直樹今昔館館長による解説を受けた後、書道、茶の湯、
上方舞を楽しむ。建築や住まいの「しつらい」、暮らし方とともに、
もてなしの心、礼儀作法やルールに触れる。

「上方の生活文化」を考えるシンポジウム

実施日 2017年2月8日（水）13:30 ～ 17:15

会場 大阪市立住まい情報センター 3階ホール

「大阪・和の暮らしを体験する会」を受けて開催され、180人が参
加した。大阪市住まい公社の鬣

たてがみ

恒三理事長の開会挨拶、オランダ
王国のローデリック・ウォルス総領事の来賓挨拶に続いて、3日間
にわたる「大阪・和の暮らしを体験す
る会」の映像を鑑賞。上方舞・書道・
茶の湯・大坂料理・音楽演奏がホー
ルで披露された。
谷直樹今昔館館長が「大阪・和の暮
らしから、なにを学ぶのか」と問題
提起。それを受けて参加者による討
論会「和の住まい文化を考える」を実
施。異文化コミュニケーションにおけ
る問題点や総合交流のあり方など、
活発に意見を交換した。

イベントダイジェスト 大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
訪
問

近
世
・
近
代
の
音
楽
を
聴
く

外
か
ら
の
目
で
上
方
文
化
の
本
質
に
迫
る

﹁
大
阪
・
和
の
暮
ら
し
を
体
験
す
る
会
﹂
成
果
報
告
よ
り

2
0
1
7
年
2
月
、
3
日
間
に
わ
た
っ
て
、

大
阪
で
外
国
人
を
対
象
に
し
た
﹁
大
阪
・
和
の
暮
ら
し
を
体
験
す
る
会
﹂
が
開
催
さ
れ
た
。

そ
れ
を
受
け
て
2
日
後
に
は
﹁﹃
上
方
の
生
活
文
化
﹄
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
を
実
施
。

本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
二
つ
の
イ
ベ
ン
ト
の
紹
介
を
通
し
て
、

現
在
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
だ
け
で
な
く
、

今
後
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
後
を
も
見
据
え
、

日
本
や
各
地
域
が
こ
れ
か
ら
世
界
に
向
け
て
何
を
発
信
し
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
る
。

鶴
見
佳
子

Tsurum
i Yoshiko

つ
る
み
・
よ
し
こ

文
筆
家
。
新
聞
社
勤
務
を
経
て
1
9
8
9
年
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
に
。
住
ま
い
と
暮
ら
し
を
中
心
に
多
様
な
媒
体
で
取
材
・

執
筆
、
企
画
立
案
・
編
集
を
手
が
け
る
。
講
演
や
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
タ
ー
も
得
意
。
2
0
1
2
年
か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
落

語
家
﹁
大
川
亭
知
ど
り
﹂
と
し
て
落
語
の
上
演
と
創
作
を

開
始
。
お
遍
路
と
巡
礼
を
実
践
的
研
究
中
。
名
古
屋
出
身
、

大
阪
在
住
。
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日本テレマン協会が、400年以上前に大坂に流れた楽曲をリュートで
奏でる。秀吉と同じ曲を聴いているという感動が会場に広がる。

身長と洋服のサイズに応じて着付師が和装一式を用意して参加者に着
付け、美容師が髪を結う。イスラム圏からの参加者はヒジャブを被って
和装姿に。

江戸時代からの系譜をふまえ、現代的視点を融合して、栫山一希氏が
再現した「本膳料理」は今昔館が保有しているお膳や食器に盛られた。

プロの俳優が薬屋の旦那さんやご寮さん、丁稚などに扮して外国人参
加者を案内する。江戸時代の大坂弁ながら軽妙な演技で参加者の緊
張をほぐす。

今昔館を支えるボランティアの「町家衆」が、大工や青物売り、長屋
のおかみさんに扮している。参加者は言葉の壁を超え、等身大の大坂
を楽しんでいる。

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
楽
曲
が
伝
わ
っ
た
」
と

話
す
。
こ
の
日
、
演
奏
さ
れ
た
J
・
S
・

バ
ッ
ハ
の
『
G
線
上
の
ア
リ
ア
』
も
出

島
の
人
々
が
手
持
ち
の
楽
器
で
弾
い
た
だ

ろ
う
と
延
原
氏
は
話
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
禁
止
と
鎖
国
で
、
西
洋

音
楽
は
い
っ
た
ん
姿
を
隠
す
が
、
江
戸
末

期
、
ペ
リ
ー
や
ロ
シ
ア
か
ら
の
使
節
団
の

来
日
で
再
び
扉
が
開
く
。
明
治
期
に
は
雅

楽
の
奏
者
が
和
楽
器
を
バ
イ
オ
リ
ン
や

オ
ー
ボ
エ
に
持
ち
替
え
、
鹿
鳴
館
時
代
の

音
楽
を
支
え
た
。

バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
兼
作
曲
家
の
フ
リ
ッ

ツ
・
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
大
正
時
代
に
来
日

し
、
中
之
島
の
中
央
公
会
堂
で
演
奏
し
て

い
る
。
名
曲
『
愛
の
喜
び
』
も
大
阪
に
響

い
た
に
違
い
な
い
。
大
正
時
代
か
ら
の
時

間
が
ぐ
っ
と
縮
ま
り
、
楽
曲
が
違
っ
た
表

情
に
見
え
る
。

同
協
会
代
表
の
中
野
順
哉
氏
は
、「
外

国
人
と
の
交
流
に
際
し
、
あ
る
程
度
、
言

語
を
超
え
る
体
験
が
音
楽
に
は
で
き
る
。

音
楽
に
は
過
去
か
ら
分
断
さ
れ
た
も
の
と
、

現
代
ま
で
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

過
去
か
ら
分
断
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
日

常
生
活
の
中
に
あ
る
。
も
っ
と
音
楽
文
化

の
体
験
と
交
流
の
機
会
を
」
と
話
す
。

江
戸
時
代
、
長
崎
に
入
っ
て
き
た
医
薬

品
は
、
大
坂
の
道ど

修し
よ
う

町ま
ち

で
検
査
さ
れ
、

国
内
に
流
通
し
た
。
長
崎
奉
行
所
の
役
人

が
大
坂
に
立
ち
寄
っ
た
時
に
ふ
る
ま
わ
れ

た
の
が
「
本
膳
料
理
」。
上
質
な
料
理
屋

に
は
全
国
か
ら
豊
富
な
食
材
が
集
ま
っ
て

い
た
。
文
化
10
（
1
8
1
3
）
年
、
道
修

町
3
丁
目
の
会
所
で
、
長
崎
奉
行
関
係
者

に
供
さ
れ
た
献
立
が
、
大
阪
府
立
中
之
島

図
書
館
蔵
の
資
料
「
御
附
用
御
献
立　

明

石
屋
季
助
」
に
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
読

み
解
き
、
谷
直
樹
今
昔
館
館
長
や
学
芸
員

か
ら
、
当
時
の
時
代
背
景
や
人
々
の
暮
ら

し
方
を
学
び
、
現
代
的
視
点
で
本
膳
料
理

を
再
現
し
た
の
が
大
阪
市
北
区
の
日
本
料

理
店
「
か
こ
み
」
店
主
、
栫か

こ
い

山や
ま

一か
ず

希き

氏
だ
。

本
膳
料
理
は
、
形
態
か
ら
食
材
、
調
理

技
法
、
盛
り
つ
け
ま
で
一
定
の
型
に
は

ま
っ
て
い
る
。
あ
わ
び
を
皿
に
盛
り
合
わ

せ
る
時
に
は
、
同
じ
磯
の
香
り
の
青
の
り

を
合
わ
せ
て
三
杯
酢
を
か
け
る
。
高
級
食

材
の
伊
勢
海
老
は
ハ
レ
の
日
の
献
上
品
に

使
う
。
鯛
の
塩
釜
焼
き
は
塩
で
蒸
し
て
旨

味
を
凝
縮
し
、
笹
の
香
り
を
つ
け
、
鰆
の

わ
ら
焼
き
は
串
に
刺
し
て
、
わ
ら
の
炎
で

い
ぶ
し
て
よ
い
香
り
を
つ
け
る
。
そ
れ
ぞ

れ
味
覚
と
嗅
覚
の
融
合
を
楽
し
む
。
い
く

つ
も
の
お
膳
に
盛
り
つ
け
て
同
時
に
提
供

し
、
客
は
3
時
間
ほ
ど
か
け
て
食
べ
る
。

1
品
ず
つ
客
の
ペ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
供
す

る
現
代
の
接
待
料
理
「
懐
石
」
と
は
違
う
。

「
基
礎
と
な
る
食
材
の
合
わ
せ
方
や
考
え

方
は
江
戸
時
代
も
今
も
同
じ
。
そ
の
思
想

は
、
現
代
の
上
方
料
理
に
脈
々
と
伝
わ
っ

て
い
る
。
調
理
技
術
や
道
具
は
ど
ん
ど
ん

進
歩
し
た
が
、
よ
り
お
い
し
い
も
の
を
食

べ
た
い
・
作
り
た
い
と
い
う
想
い
が
現
代

の
『
懐
石
』
に
つ
な
が
っ
た
」
と
栫
山
氏

は
話
す
。

今
昔
館
で
の
体
験
会
の
後
に
参
加
者
た

ち
が
訪
れ
た
吉
田
家
住
宅
は
、
1
9
2
1

年
に
建
て
ら
れ
、
家
主
の
住
む
主お

も

屋や

と
、

路
地
を
は
さ
ん
で
15
戸
の
長
屋
（
賃
貸
住

宅
）
か
ら
成
っ
て
い
る
。
普
段
は
非
公
開

で
、
今
も
普
通
の
暮
ら
し
が
営
ま
れ
て
い

る
。周

り
は
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
ば
か
り
だ

が
、
戦
争
や
震
災
の
被
害
を
免
れ
た
吉
田

家
住
宅
だ
け
が
、
お
よ
そ
1
0
0
年
前

の
住
空
間
を
維
持
し
て
い
る
。
主
屋
は

2
0
0
8
年
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財

に
登
録
さ
れ
、
数
年
前
に
耐
震
改
築
が
行

わ
れ
た
。

吉
田
家
住
宅
の
主
屋
は
、
店み

せ

の
間ま

が
な

い
、
居
住
専
用
の
仕し

も

た舞
屋や

と
い
う
造
り
を

し
て
い
る
。
表
に
高
い
塀
を
巡
ら
せ
、
格

子
戸
を
開
け
る
と
前
庭
、
そ
の
奥
に
玄
関

が
あ
る
。
1
階
に
は
8
畳
、
6
畳
の
和
室

と
台
所
。
8
畳
の
部
屋
は
廊
下
（
縁
側
）

を
通
し
て
小
さ
な
庭
に
接
し
、
内
か
ら
外

へ
空
間
の
広
が
り
が
見
え
て
実
際
の
面
積

よ
り
広
く
見
え
る
。

座
敷
は
最
も
格
式
の
高
い
部
屋
で
、
床

の
間
や
違
い
棚
に
は
季
節
や
催
事
に
合
わ

せ
て
、
掛
け
軸
や
生
け
花
、
人
形
な
ど
を

飾
る
。
こ
れ
ら
を
「
し
つ
ら
い
」
と
い
い
、

日
本
人
の
お
も
て
な
し
の
精
神
を
表
し
て

い
る
。
障
子
や
襖
で
空
間
を
仕
切
る
日
本

の
住
ま
い
は
、
開
放
的
で
あ
る
一
方
、
外

と
内
の
境
界
が
あ
い
ま
い
だ
。
8
畳
と
6

畳
の
部
屋
は
襖
を
取
り
払
う
こ
と
で
14
畳

の
大
空
間
に
な
り
、
こ
れ
を
続
き
間
と
い

う
。こ

こ
で
茶
の
湯
と
書
道
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
た
と
き
、
襖
は
閉

め
ら
れ
た
が
、
欄
間
を
通
し
て
隣
室
の
あ

か
り
や
気
配
は
伝
わ
る
。
部
屋
の
間
仕
切

り
に
欄
間
を
つ
け
る
の
は
、
二
つ
の
部
屋

が
別
々
で
な
い
と
い
う
意
味
で
、
吉
田
家

の
欄
間
に
は
住
吉
大
社
の
反
り
橋
や
高
灯

籠
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

吉
田
家
住
宅
は
、
大
阪
の
近
代
に
お
け

る
都
市
住
宅
（
町
家
）
と
し
て
典
型
的
な

建
築
様
式
を
「
保
存
」
し
て
い
る
と
同
時

に
、
住
み
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
阪
の

1
0
0
年
前
の
暮
ら
し
体
験

│
│
大
阪
に
暮
ら
す
・
生
活
文
化
を
実
践
す
る

大
坂
の
食
を
味
わ
う

吉
田
家
住
宅
で
体
験
す
る

１
０
０
年
前
の
住
空
間
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今昔館や吉田家住宅での体験会の様子が上映された後、茶の湯・書道・
上方舞・料理・音楽などの上方文化がステージでも披露された。

さまざまな国籍や職業の180人が参加した「『上方の生活文化』を考え
るシンポジウム」。上方文化に対する現代人の知識や発信力についても
考えさせられた。

シンポジウムでは、外国人参加者からのコメントも多く寄せられた。写
真は関西在住のアメリカ人の女性。

協
力
・
デ
ー
タ
提
供

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
（
大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
）

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所

参
考
文
献

「
上
方
文
化
・
ル
ネ
ッ
セ
研
究
会
調
査
報
告
」（B

-train

ま

と
め
）

か
つ
て
上
方
を
貫
い
た
お
も
て
な
し
の

精
神
は
、
現
在
の
大
阪
で
は
ど
う
な
の
か
。

谷
直
樹
今
昔
館
館
長
は
「
大
阪
人
の
一
人

ひ
と
り
は
フ
レ
ン
ド
リ
ー
で
、
流
暢
な
外

国
語
を
話
せ
な
く
て
も
わ
か
り
や
す
い
日

本
語
で
伝
え
た
り
、
体
で
表
現
し
た
り
、

会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
売
り
買
い
で
き
る
。

そ
こ
が
東
京
と
は
違
う
点
で
、
大
阪
人
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
力
は
最
大
の
強
み
」
と

話
す
。
上
方
の
地
域
文
化
を
伝
え
る
博
物

館
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
「
集
客
施
設
と

し
て
来
場
者
を
“
飲
み
込
む
”
だ
け
で
は

な
く
、
こ
ち
ら
か
ら
“
ま
ち
へ
出
て
い

く
”
こ
と
も
大
切
。
今
回
は
今
昔
館
と
吉

田
家
住
宅
の
よ
う
に
点
と
点
が
つ
な
が
っ

た
だ
け
。
さ
ら
に
地
域
に
広
げ
、
線
と
面

に
し
な
く
て
は
」
と
分
析
し
た
。

「
和
の
暮
ら
し
を
体
験
す
る
会
」
を
受
け

て
、
2
日
後
に
「『
上
方
の
生
活
文
化
』

を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
か
れ
た
。

在
阪
の
総
領
事
か
ら
国
内
外
の
公
的
機
関

に
勤
務
す
る
人
、
働
い
た
り
学
ん
だ
り
し

て
い
る
外
国
人
、
体
験
会
の
参
加
者
、
歴

史
学
や
観
光
学
の
研
究
者
、
会
社
員
ま
で

い
ろ
い
ろ
な
国
籍
や
職
業
の
老
若
男
女

1
8
0
人
が
参
加
し
た
。
冒
頭
で
谷
直

樹
今
昔
館
館
長
は
次
の
よ
う
に
話
し
た
。

「
水
運
に
よ
っ
て
大
坂
は
繁
栄
し
、
現
在

の
大
阪
市
章
が
水
路
を
示
す
澪み

お

標つ
く
し

で
あ
る

こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
19
世
紀
に
大
坂
観

光
に
き
た
人
は
鴻
池
や
住
友
、
加
島
屋
な

ど
の
豪
商
の
家
を
見
物
し
た
。
商
売
の
駆

け
引
き
を
行
う
上
で
、
上
方
の
お
も
て
な

し
文
化
が
育
ま
れ
た
。
季
節
毎
の
住
ま
い

の
し
つ
ら
い
や
茶
の
湯
な
ど
に
も
、
お
も

て
な
し
文
化
が
見
て
と
れ
る
。
こ
れ
か
ら

も
、
上
方
の
文
化
と
諸
外
国
と
の
文
化
を

比
較
し
な
が
ら
、
相
互
に
理
解
・
融
合
で

き
る
基
盤
づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、

私
た
ち
も
改
め
て
上
方
の
文
化
に
目
を
向

け
、
大
阪
の
お
も
て
な
し
文
化
を
今
一
度
、

創
造
し
て
い
き
た
い
」

「
上
方
文
化
を
ど
う
感
じ
、
何
を
学
ん
だ

の
か
」
と
い
う
問
い
に
真
っ
先
に
手
を
挙

げ
た
の
は
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
留
学
生
だ
っ

た
。

「
着
物
を
着
て
、
2
0
0
年
前
の
大
坂

の
町
に
入
り
込
み
、
本
当
に
日
本
ら
し
さ

を
感
じ
た
。
演
劇
で
は
昔
な
が
ら
の
生
活

と
住
宅
の
説
明
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。

男
女
共
用
の
風
呂
屋
、
長
屋
に
住
む
人
た

ち
の
様
子
、
人
々
の
お
お
ら
か
な
暮
ら
し

ぶ
り
や
近
所
付
き
合
い
を
身
近
に
感
じ
た
。

昔
の
建
物
で
は
鍵
を
使
わ
な
い
、
箱
階
段

で
空
間
を
有
効
に
使
う
、
通
風
・
採
光
の

役
割
を
果
た
し
な
が
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

守
る
格
子
な
ど
に
、
建
物
の
工
夫
と
日
本

人
の
知
恵
を
見
た
。
書
と
上
方
舞
は
初
体

験
で
楽
し
か
っ
た
。
私
は
少
数
民
族
の
出

身
で
、
母
国
で
は
経
済
発
展
に
伴
い
都
市

化
が
進
み
、
少
数
民
族
の
住
ま
い
や
文
化

が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
生
活
文
化
を
受
け

継
ぐ
こ
と
と
は
何
か
、
ど
う
守
る
べ
き
か

を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
」

大
阪
で
働
く
人
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
提
起

さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
か
ら
は
「
日
本
語

が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
理
解
で
き
な
い
こ

と
も
あ
っ
た
。
伝
え
る
と
い
う
点
で
は
是

非
改
善
を
し
て
ほ
し
い
」。
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
経
営
の
日
本
人
は
「
今
昔
館
で
は

町
家
衆
が
ま
ち
の
空
気
を
つ
く
っ
て
い
る
。

表
面
的
な
こ
と
だ
け
で
な
く
本
物
を
伝
え

る
こ
と
が
大
切
。
言
語
を
超
え
た
と
こ
ろ

で
伝
え
る
に
は
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
点
が

多
い
」

グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
、
言
葉
と
い
う

点
で
国
際
化
へ
の
対
応
策
は
必
要
だ
が
、

言
葉
に
頼
ら
ず
に
魅
力
や
感
動
を
ど
う
伝

え
る
か
と
い
う
発
想
も
、
こ
れ
か
ら
の
交

流
や
観
光
を
考
え
る
上
で
は
大
切
だ
ろ
う
。

人
を
吸
い
寄
せ
る
世
界
の
魅
力
的
な
都

市
と
競
い
合
っ
た
上
で
、
大
阪
が
生
き
残

れ
る
か
ど
う
か
に
は
、
長
期
的
な
戦
略
が

い
る
。

体
験
会
の
参
加
者
が
こ
れ
か
ら
希
望
す

る
文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
1
位
に
「
日
本
建

築
、
和
風
住
宅
」
を
挙
げ
た
。
体
験
会
を

通
じ
て
外
国
人
は
「
つ
く
り
込
ま
れ
た
住

空
間
の
し
つ
ら
い
」「
ス
マ
ー
ト
な
住
文

化
」「
人
の
礼
儀
作
法
や
規
律
」
に
魅
力

を
見
い
だ
し
、
そ
れ
が
大
阪
の
地
域
文
化

だ
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て

日
本
人
か
ら
「
私
自
身
、
大
阪
の
生
活
文

化
に
つ
い
て
説
明
・
紹
介
で
き
な
い
こ
と

が
わ
か
っ
た
」（
日
本
・
39
歳
）
な
ど
自
省

の
発
言
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

地
域
文
化
を
知
る
上
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

体
験
を
し
、
人
が
交
流
し
、
理
解
し
あ
う

プ
ロ
セ
ス
が
必
要
だ
。「
異
文
化
へ
の
接

触
に
は
、
見
学
・
体
験
・
交
流
と
い
う
流

れ
が
あ
る
。“
観
光
”
と
は
見
学
す
る
こ

と
。“
観
風
”
と
は
そ
の
土
地
の
風
に
あ

た
る
こ
と
、
つ
ま
り
土
地
の
人
と
交
流
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
観
光
と
観
風
を
意

識
し
、
今
後
の
交
流
に
生
か
す
べ
き
だ
」

と
歴
史
学
者
の
高
島
幸
次
氏
は
提
言
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
何
で
も
簡
単
に
情

報
を
検
索
・
収
集
で
き
る
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
現
場
に
行
く
こ
と
で
し
か
わ
か
ら
な

い
地
域
文
化
に
触
れ
、
体
験
し
、
国
境
や

時
代
を
超
え
て
「
共
感
」
を
呼
べ
る
か
否

か
が
今
後
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
肝
で
は
な

い
か
。
そ
れ
へ
の
備
え
や
戦
略
を
考
え
る

上
で
急
務
な
の
は
、
実
は
大
阪
人
自
身
が

か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ

シ
ョ
ン
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
で
は
な
い

の
か
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
受
け
手
が
、
大

阪
（
上
方
）
と
い
う
地
域
文
化
の
本
質
を

理
解
し
、
魅
力
を
き
ち
ん
と
発
信
し
て
こ

そ
、
こ
の
先
も
外
国
人
観
光
客
に
リ
ピ
ー

ト
し
て
も
ら
え
る
。

果
た
し
て
今
の
大
阪
人
は
、
自
分
が
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
の
担
い
手
、
交
流
の
支
え
手

だ
と
意
識
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
魅
力

的
な
地
域
で
な
け
れ
ば
、
外
国
人
が
そ
の

う
ち
消
え
て
し
ま
う
危
機
感
を
も
っ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。

目
先
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
へ
の
対
応
も
大

切
だ
が
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
を
経
て
、
そ
の
後
に
続
く
時
代

の
都
市
の
あ
り
方
や
観
光
戦
略
を
考
え
る

上
で
、
地
域
は
自
ら
の
根
底
に
あ
る
「
地

域
文
化
」
に
改
め
て
着
目
す
る
必
要
に
迫

ら
れ
て
い
る
。

「
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
の
歴
史
を
学
ぶ

必
要
が
あ
る
。
過
去
の
住
ま
い
や
暮
ら
し

の
中
に
は
、
現
代
人
に
は
す
で
に
異
文
化

と
な
っ
た
事
例
も
あ
る
か
ら
だ
。
た
だ
、

誰
に
で
も
原
体
験
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ

の
上
で
学
ん
だ
り
、
古
く
か
ら
の
知
恵
を

掘
り
起
こ
し
た
り
す
る
機
会
を
積
極
的
に

つ
く
れ
ば
い
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
の
時
代
だ

か
ら
こ
そ
自
国
や
地
域
の
歴
史
の
理
解
が

必
要
だ
」
と
谷
直
樹
今
昔
館
館
長
は
言
う
。

自
ら
の
歴
史
を
ひ
も
と
き
、
自
分
の
属

す
る
地
域
の
本
質
を
知
り
、
自
分
た
ち
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
こ
に
あ
る
か
、

と
も
す
れ
ば
見
失
い
が
ち
な
生
活
文
化
を

見
直
し
て
み
る
。
多
彩
な
専
門
家
や
研
究

機
関
と
と
も
に
「
将
来
、
ど
ん
な
大
阪
で

あ
り
た
い
か
」「
ど
ん
な
人
に
来
て
も
ら

い
た
い
か
」「
そ
の
た
め
に
何
を
し
た
ら

大
阪
人
が
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の

担
い
手
と
な
る
に
は

い
い
か
」「
地
域
文
化
を
ど
う
再
生
す
る

の
か
」
と
意
見
交
換
を
す
る
。
博
物
館
や

美
術
館
な
ど
人
が
集
ま
る
拠
点
と
協
働
を

図
り
、
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て

参
画
す
る
の
も
大
切
だ
。

「
外
か
ら
の
目
」
に
ヒ
ン
ト
を
も
ら
い
、

「
外
か
ら
の
声
」
に
耳
を
傾
け
る
。
彼
ら

が
魅
力
と
考
え
る
価
値
を
し
っ
か
り
認
識

す
る
。
表
層
的
な
こ
と
や
刹
那
的
な
こ
と

で
は
な
く
、
ど
う
も
て
な
し
た
ら
本
当
に

楽
し
ん
で
も
ら
え
る
の
か
、
ひ
い
て
は
こ

の
ま
ち
に
興
味
を
持
ち
続
け
て
も
ら
え
る

の
か
を
考
え
る
。
交
流
を
支
え
る
の
は
人

で
あ
り
、
ま
ち
の
魅
力
は
人
か
ら
伝
わ
る

こ
と
を
も
っ
と
意
識
し
た
い
。
誰
だ
っ
て

「
親
切
な
人
が
い
る
ま
ち
」
や
「
魅
力
的

な
地
域
文
化
を
実
践
し
て
い
る
ま
ち
や

人
」
は
忘
れ
な
い
も
の
だ
。
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
に
対
し
て
ど
ん
な
一
歩
を
踏
み
出
す
の

か
、
試
さ
れ
て
い
る
の
は
自
分
自
身
な
の

だ
と
大
阪
人
は
覚
悟
を
決
め
る
し
か
な
い
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
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No. エリアタイプ名称 平均
年齢

単独
世帯
比率

世帯
年収

消費支出
（月額）

非消費
支出
（月額）

普通
自動車
保有率

軽
自動車
保有率

金融
資産額

負債 持ち家
世帯比率

主世帯の
世帯面積

首都圏
（1都 3 県）
の構成比

歳 ％ 万円 円 円 ％ ％ 万円 万円 ％ （㎡ / 世帯） ％

CL1 40代エグゼクティブ層が
多く住む都心地域

42.6 44% 952 247,035 205,761 58% 7% 4,577 717 54% 77 94.6%

CL2 高学歴なシニア夫婦世帯が
多い地域

47.9 18% 578 253,691 105,360 65% 29% 2,346 465 87% 107 39.5%

CL3 高齢夫婦が多く住む郊外地域 49.4 25% 496 230,455 87,587 65% 42% 2,108 444 78% 112 9.8%

CL4 生活を切り詰める
高齢三世代世帯が多い
農山村地域

50.1 13% 460 257,383 79,996 71% 69% 1,810 238 97% 165 4.7%

CL5 若い公務員が多く住む郊外地域 40.9 38% 509 198,650 90,453 61% 28% 1,976 400 45% 77 25.0%

CL6 日本における平均的な地域 44.0 24% 514 223,216 91,224 66% 34% 2,085 430 69% 95 32.5%

CL7 三世代同居が多い地方 48.6 18% 460 237,686 80,106 70% 56% 1,872 352 88% 138 11.8%

CL8 40代のアッパーミドル層が
多い郊外地域

42.2 35% 632 222,848 118,703 60% 16% 2,476 551 58% 77 65.9%

CL9 経済的に豊かでない
シニア層が多い郊外地域

47.3 26% 415 208,731 71,121 64% 45% 1,661 392 72% 101 8.2%

CL10 小さな子供と住宅ローンを
抱えた世帯が多い郊外地域

36.1 18% 527 214,628 94,652 73% 34% 1,867 864 77% 101 25.0%

CL11 核家族世帯からなる
平均的な郊外地域

43.4 17% 521 239,767 92,566 74% 43% 2,015 462 83% 116 17.9%

CL12 比較的若い製造業従事者が
多い地域

40.5 31% 559 216,616 101,075 67% 36% 1,992 435 57% 95 10.6%

CL13 後期高齢者2人世帯が多い
純農村地域

52.3 26% 402 218,658 68,912 63% 54% 1,762 297 87% 125 4.8%

CL14 高齢化が進みつつある郊外地域 47.8 15% 519 256,726 92,137 73% 57% 2,068 361 93% 152 6.2%

CL15 富裕層住宅地 44.1 45% 788 226,951 168,693 56% 11% 3,564 693 56% 76 62.7%

CL16 経済環境が厳しく
カードローンニーズも強い地域

44.4 34% 435 181,075 75,233 55% 25% 1,774 294 32% 66 33.4%

CL17 20代単身の借家世帯が
多い地域

43.7 58% 474 172,709 82,894 53% 21% 1,947 355 34% 60 24.8%

CL18 共同住宅に住み住宅ローンを
抱えた30～40代が多い地域

40.4 32% 600 221,813 112,634 62% 16% 2,418 718 66% 73 45.5%

CL19 若い単身世帯が多く住む
都心地域

40.8 57% 557 187,347 101,584 56% 11% 2,120 482 36% 59 58.1%

CL20 10代の子供を抱えた4人世帯が
多く住む郊外地域

39.7 21% 542 225,116 97,679 70% 32% 2,006 528 71% 95 32.2%

全国平均 43.9 33% 529 214,406 96,034 63% 31% 2,110 456 62% 91 30.0%

注：金融資産は預貯金、有価証券、貯蓄性保険を含む 
出所／ NRI「マーケット・トランスレーター」をもとに作成

一
般
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
分
析
す
る
場
合
、

多
く
の
地
域
別
分
析
で
は
、
エ
リ
ア
別

（
北
海
道
、
東
北
な
ど
）
や
都
道
府
県
別
に

対
象
を
区
分
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

現
在
の
行
政
区
分
は
1
8
7
1
年
に
実

行
さ
れ
た
廃
藩
置
県
の
後
、
府
県
の
統
廃

合
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
で
き
た
歴
史
の

浅
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
地
域

の
特
性
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。
例
え
ば
大
阪
府
は
、
も
と
は
摂

津
国
・
河
内
国
・
和
泉
国
か
ら
構
成
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
生
活
文
化
・
伝
統
文
化

を
築
い
て
き
た
た
め
、
大
阪
府
一
括
り
で

見
る
の
で
は
な
く
、
3
国
別
で
見
る
方
が

よ
り
は
っ
き
り
と
地
域
性
を
捉
え
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
大
阪
府
の
み
な

ら
ず
、
日
本
全
体
の
特
徴
と
し
て
も
、
気

候
や
風
土
の
多
様
性
に
応
じ
て
様
々
な
地

域
性
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
文
化
が
醸

成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
旧

令
制
国
の
よ
う
に
、
地
形
的
・
気
象
的
・

文
化
的
違
い
に
も
と
づ
い
た
区
分
に
よ
っ

て
地
域
性
を
見
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。本

報
告
で
は
、
近
畿
の
世
帯
を
現
府
県

区
分
と
旧
令
制
国
区
分
で
分
け
て
み
た
と

き
に
、
区
分
に
よ
っ
て
世
帯
構
成
に
ど
の

よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
か
を
、
野
村
総

合
研
究
所
の
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ト
ラ
ン
ス

レ
ー
タ
ー
」
を
使
っ
た
分
析
結
果
に
よ
り

紹
介
す
る
。

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
タ
ー
と

は
、
消
費
者
の
住
所
を
も
と
に
「
町
丁
目

単
位
」
で
分
析
が
可
能
と
な
る
G
I
S

（G
eographic Inform

ation System
:

地
理

情
報
シ
ス
テ
ム
）
で
あ
る
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
・

ト
ラ
ン
ス
レ
ー
タ
ー
に
は
、
エ
リ
ア
別
に

公
開
さ
れ
て
い
る
国
勢
調
査
等
の
統
計

デ
ー
タ
を
も
と
に
、
所
得
、
預
貯
金
、
有

価
証
券
、
貯
蓄
性
保
険
な
ど
の
金
融
資
産

額
等
を
独
自
に
推
計
し
た
デ
ー
タ
を
町
丁

目
別
に
蓄
積
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー

タ
を
使
っ
て
、
似
た
性
質
の
も
の
を
グ

ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
と
呼

ば
れ
る
統
計
的
手
法
に
よ
り
、
全
国
18
万

は
や
し
・
ひ
ろ
ゆ
き

㈱
野
村
総
合
研
究
所
消
費
サ
ー
ビ
ス
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
、
主
任
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
。
2
0
0
9
年

東
京
大
学
大
学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究
科
修
了
後
、
グ

ロ
ー
バ
ル
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
フ
ァ
ー
ム
を
経
て
、
15
年
野

村
総
合
研
究
所
入
社
。
共
著
に
﹃
な
ぜ
、
日
本
人
は
考
え

ず
に
モ
ノ
を
買
い
た
い
の
か
？
﹄
が
あ
る
。

の
町
丁
目
を
20
の
エ
リ
ア
タ
イ
プ
に
分
類

し
た
も
の
が
図
1
で
あ
る
。
こ
の
ク
ラ
ス

タ
ー
区
分
は
町
丁
目
単
位
で
保
持
で
き
る

た
め
、
こ
れ
を
現
府
県
区
分
や
旧
令
制
国

区
分
で
集
計
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
区
分

に
よ
る
世
帯
構
成
の
違
い
を
比
較
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。

ま
ず
、
現
府
県
に
お
け
る
世
帯
ク
ラ
ス

タ
ー
分
布
の
特
徴
を
見
て
み
る
。
現
府
県

別
に
20
の
世
帯
ク
ラ
ス
タ
ー
構
成
を
示
し

た
も
の
が
図
2
で
あ
る
。「
C
L
8
・
40

代
の
ア
ッ
パ
ー
ミ
ド
ル
層
が
多
い
郊
外
地

域
」
は
大
阪
府
・
兵
庫
県
・
奈
良
県
に
比

較
的
多
く
、「
C
L
12
・
比
較
的
若
い
製

は
じ
め
に

｜全国18万の町丁目の特徴がエリア別に浮かび上がる。

全
国
18
万
世
帯
を

20
の
エ
リ
ア
タ
イ
プ
に
分
類

現
府
県
別
・
旧
令
制
国
別
に
見
る

世
帯
構
成
の
違
い

林
裕
之

H
ayashi  H

iroyuki
都
道
府
県
と
旧
令
制
国
で
は
、

地
域
の
特
性
が
際
立
つ
の
は
ど
ち
ら
か

最
新
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
デ
ー
タ
の
比
較
分
析
か
ら

現
在
の
日
本
で
は
、
明
治
期
以
降
に
定
め
ら
れ
た
行
政
区
分
に
沿
っ
て

地
域
の
特
性
を
考
え
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
実
際
は
そ
れ
以
前
の
令
制
国
区
分
に
よ
る
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。

本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
と
の
議
論
を
踏
ま
え
、

㈱
野
村
総
合
研
究
所
の
最
新
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
デ
ー
タ
分
析
に
よ
り
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

■図1：20のエリアタイプの特徴
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No. エリアタイプ名称 摂津国 河内国 和泉国 播磨国 山城国 丹波国 近江国 大和国 紀伊国

CL1 40代エグゼクティブ層が多く住む都心地域 0.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%

CL2 高学歴なシニア夫婦世帯が多い地域 4.5% 7.2% 5.8% 5.6% 9.1% 2.6% 3.4% 15.8% 1.8%

CL3 高齢夫婦が多く住む郊外地域 1.6% 6.8% 4.1% 7.7% 4.5% 11.4% 5.3% 3.7% 12.8%

CL4 生活を切り詰める高齢三世代世帯が多い農山村地域 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 0.2% 0.7% 1.5% 0.3% 0.8%

CL5 若い公務員が多く住む郊外地域 8.4% 9.4% 7.4% 4.3% 6.0% 8.4% 5.5% 4.3% 4.2%

CL6 日本における平均的な地域 3.7% 14.3% 14.6% 11.3% 8.4% 5.4% 5.0% 10.4% 23.0%

CL7 三世代同居が多い地方 0.2% 0.4% 1.4% 2.8% 0.9% 7.9% 4.1% 2.8% 9.4%

CL8 40代のアッパーミドル層が多い郊外地域 12.8% 5.4% 2.7% 3.1% 7.8% 0.6% 2.0% 9.5% 1.6%

CL9 経済的に豊かでないシニア層が多い郊外地域 0.8% 1.7% 4.6% 2.1% 1.1% 10.0% 1.2% 2.6% 14.8%

CL10 小さな子供と住宅ローンを抱えた世帯が多い郊外地域 2.0% 3.1% 5.4% 3.4% 3.6% 2.7% 5.6% 3.0% 1.7%

CL11 核家族世帯からなる平均的な郊外地域 0.6% 6.9% 8.6% 12.9% 4.6% 9.0% 11.3% 9.2% 8.0%

CL12 比較的若い製造業従事者が多い地域 1.9% 3.3% 1.9% 9.6% 2.1% 6.0% 20.8% 3.2% 0.4%

CL13 後期高齢者2人世帯が多い純農村地域 0.3% 0.7% 0.6% 1.4% 1.5% 13.1% 1.7% 3.3% 8.9%

CL14 高齢化が進みつつある郊外地域 0.1% 0.4% 1.2% 8.1% 0.4% 2.9% 11.2% 4.7% 1.3%

CL15 富裕層住宅地 4.3% 1.2% 1.0% 1.0% 10.4% 0.2% 2.0% 2.2% 1.7%

CL16 経済環境が厳しくカードローンニーズも強い地域 14.5% 11.8% 15.8% 6.4% 7.0% 5.5% 2.3% 6.0% 2.1%

CL17 20代単身の借家世帯が多い地域 16.2% 7.1% 3.2% 2.0% 16.4% 2.5% 3.0% 1.6% 2.3%

CL18 共同住宅に住み住宅ローンを抱えた30～40代が多い地域 11.7% 8.3% 6.0% 5.8% 2.7% 2.0% 5.5% 1.6% 1.0%

CL19 若い単身世帯が多く住む都心地域 10.7% 2.1% 1.9% 1.8% 7.1% 3.1% 1.8% 2.2% 0.5%

CL20 10代の子供を抱えた4人世帯が多く住む郊外地域 5.1% 9.8% 13.7% 10.1% 5.9% 5.9% 6.8% 13.5% 3.7%

注：近江国は滋賀県全域、大和国は奈良県全域、紀伊国は和歌山県全域に分布するため､
近江国・大和国・紀伊国の世帯分布は図2の分布と一致している

出所／NRI「マーケット・トランスレーター」をもとに作成

■図2：現府県における世帯クラスター構成■図3：旧令制国における世帯クラスター構成

造
業
従
事
者
が
多
い
地
域
」
は
滋
賀
県
に

多
く
、
ま
た
「
C
L
17
・
20
代
単
身
の
借

家
世
帯
が
多
い
地
域
」
は
大
阪
府
・
京
都

府
に
多
い
な
ど
、
現
府
県
別
に
見
て
も
あ

る
程
度
地
域
の
特
徴
が
示
さ
れ
た
結
果
と

な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
比
較
的
富
裕
層
が
多
い
と

さ
れ
る
摂
津
国
は
、
大
阪
府
と
兵
庫
県

に
分
断
さ
れ
て
お
り
、
図
2
に
お
い
て

「
C
L
8
・
40
代
の
ア
ッ
パ
ー
ミ
ド
ル
層

が
多
い
郊
外
地
域
」
や
「
C
L
15
・
富
裕

層
住
宅
地
」
の
構
成
比
は
大
阪
府
や
兵
庫

県
で
や
や
高
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ

の
特
徴
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、
町
丁
目
単
位
の
世
帯
ク
ラ
ス
タ
ー
を
、

旧
令
制
国
区
分
で
集
計
し
直
す
と
図
3
の

よ
う
に
な
る
。
旧
令
制
国
の
分
類
定
義
に

よ
り
、
近
江
国
は
滋
賀
県
、
大
和
国
は
奈

良
県
、
紀
伊
国
は
和
歌
山
県
の
分
析
結
果

と
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
旧
令

制
国
に
つ
い
て
は
図
2
と
異
な
る
結
果
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
、
摂
津
国
に
区
分
さ

れ
る
地
域
で
は
、「
C
L
8
・
40
代
の
ア
ッ

パ
ー
ミ
ド
ル
層
が
多
い
郊
外
地
域
」
が

12
・
8
%
、「
C
L
15
・
富
裕
層
住
宅
地
」

が
4
・
3
%
の
世
帯
構
成
を
占
め
、
河
内

国
・
和
泉
国
に
区
分
さ
れ
る
地
域
と
比
較

す
る
と
富
裕
層
世
帯
が
多
い
こ
と
が
分
か

る
だ
ろ
う
（
実
は
図
4
に
お
い
て
、
大
阪
府

の
北
部
と
兵
庫
県
の
東
部
に
濃
紫
色
部
分
が
広

く
分
布
し
て
い
る
が
、
こ
こ
が
「
C
L
8
・
40

代
の
ア
ッ
パ
ー
ミ
ド
ル
層
が
多
い
郊
外
地
域
」

で
あ
る
）。
ま
た
、
河
内
国
は
、
同
じ
大

阪
府
で
も
地
理
的
に
郊
外
に
位
置
す
る
地

域
で
あ
る
が
、
河
内
国
で
は
「
C
L
3
・

高
齢
夫
婦
が
多
く
住
む
郊
外
地
域
」

「
C
L
11
・
核
家
族
世
帯
か
ら
な
る
平
均

的
な
郊
外
地
域
」「
C
L
20
・
10
代
の
子

供
を
抱
え
た
4
人
世
帯
が
多
く
住
む
郊
外

地
域
」
な
ど
「
郊
外
地
域
」
を
特
徴
と
す

る
世
帯
ク
ラ
ス
タ
ー
構
成
が
際
立
つ
よ
う

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
現
府
県
別
に
見
る

よ
り
、
旧
令
制
国
別
に
見
た
方
が
地
域
性

を
よ
り
は
っ
き
り
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ
リ
ア
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
な
か
な
か

上
手
く
い
か
な
い
企
業
の
話
を
聞
く
が
、

多
く
の
企
業
で
は
管
理
体
系
の
都
合
か
ら

現
行
政
区
分
別
に
エ
リ
ア
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
を
実
施
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

現
在
の
行
政
区
分
が
成
立
し
て
か
ら

1
0
0
年
以
上
の
月
日
が
流
れ
て
い
る

が
、
旧
令
制
国
は
1
3
0
0
年
前
の
奈

良
時
代
に
㴑
っ
て
、
1
2
0
0
年
間
続

い
た
歴
史
が
あ
る
。
旧
令
制
国
区
分
で
世

帯
を
捉
え
た
方
が
、
よ
り
は
っ
き
り
と
地

域
の
特
徴
が
得
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、

こ
の
長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
た
生
活
習

慣
や
文
化
が
、
今
の
時
代
に
も
根
付
い
て

い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
地
域
を
旧
令

制
国
区
分
で
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
施
策
や
対

応
が
進
む
こ
と
に
期
待
し
た
い
。

｜濃紫色の部分（■）がCL8のエリアを指し、40代アッパーミドル層世帯の分布が一目瞭然になる。

｜富裕層が多い摂津、郊外地域の特性が際立つ河内など、地域の特徴がはっきりと浮かび上がる。 ｜ある程度地域の特徴がつかめるが、現区分で旧令制国が分断されている場合はその限りではない。

No. エリアタイプ名称 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県

CL1 40代エグゼクティブ層が多く住む都心地域 0.2% 0.6% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0%

CL2 高学歴なシニア夫婦世帯が多い地域 4.4% 6.5% 8.0% 3.4% 15.8% 1.8%

CL3 高齢夫婦が多く住む郊外地域 3.6% 4.6% 5.7% 5.3% 3.7% 12.8%

CL4 生活を切り詰める高齢三世代世帯が多い農山村地域 0.0% 0.5% 0.4% 1.5% 0.3% 0.8%

CL5 若い公務員が多く住む郊外地域 9.3% 5.4% 6.3% 5.5% 4.3% 4.2%

CL6 日本における平均的な地域 8.5% 7.2% 7.8% 5.0% 10.4% 23.0%

CL7 三世代同居が多い地方 0.4% 2.2% 2.3% 4.1% 2.8% 9.4%

CL8 40代のアッパーミドル層が多い郊外地域 7.8% 10.3% 6.6% 2.0% 9.5% 1.6%

CL9 経済的に豊かでないシニア層が多い郊外地域 1.4% 2.2% 2.3% 1.2% 2.6% 14.8%

CL10 小さな子供と住宅ローンを抱えた世帯が多い郊外地域 2.5% 3.0% 3.5% 5.6% 3.0% 1.7%

CL11 核家族世帯からなる平均的な郊外地域 3.7% 6.1% 5.0% 11.3% 9.2% 8.0%

CL12 比較的若い製造業従事者が多い地域 2.3% 5.1% 2.7% 20.8% 3.2% 0.4%

CL13 後期高齢者2人世帯が多い純農村地域 0.4% 1.5% 3.4% 1.7% 3.3% 8.9%

CL14 高齢化が進みつつある郊外地域 0.3% 3.8% 1.1% 11.2% 4.7% 1.3%

CL15 富裕層住宅地 2.7% 3.0% 8.6% 2.0% 2.2% 1.7%

CL16 経済環境が厳しくカードローンニーズも強い地域 14.1% 10.2% 6.6% 2.3% 6.0% 2.1%

CL17 20代単身の借家世帯が多い地域 13.2% 6.8% 14.1% 3.0% 1.6% 2.3%

CL18 共同住宅に住み住宅ローンを抱えた30～40代が多い地域 10.5% 7.6% 2.5% 5.5% 1.6% 1.0%

CL19 若い単身世帯が多く住む都心地域 7.7% 5.1% 6.6% 1.8% 2.2% 0.5%

CL20 10代の子供を抱えた4人世帯が多く住む郊外地域 7.0% 8.4% 6.3% 6.8% 13.5% 3.7%

出所／NRI「マーケット・トランスレーター」をもとに作成

■図4：現府県における世帯クラスター構成

旧
令
制
国
別
に
考
え
る

エ
リ
ア
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
可
能
性

出所／NRI「マーケット・トランスレーター」をもとに作成
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■ 

方
言
は
遠
い
日
の
焚
き
火
で
は
な
い

方
言
は
、
懐
か
し
い
ふ
る
さ
と
の
イ
メ
ー
ジ
と
直
結
し

て
い
る
。
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
に
き
ら
き
ら
光
る
メ
ン
ド
ッ

コ
（
メ
ダ
カ
）
た
ち
、
田
ん
ぼ
の
わ
き
で
摘
ん
だ
ツ
ク
シ

ン
ボ
ー
（
土つ

く
し筆

）
の
束
、
ク
ワ
メ
ズ
（
桑
の
実
）
の
甘
酸
っ

ぱ
さ
、
肥
や
し
の
ニ
ゴ
イ
（
匂
い
）
…
…
。
幾
多
の
こ
と

ば
が
五
感
を
く
す
ぐ
る
。

ふ
る
さ
と
を
離
れ
、（
た
ぶ
ん
）
功
成
り
名
を
遂
げ
た
あ

な
た
の
思
い
出
と
と
も
に
方
言
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

ふ
る
さ
と
に
は
、
今
も
暮
ら
す
人
々
が
い
る
は
ず
だ
。
そ

れ
は
年
老
い
た
両
親
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
あ
な
た
同

様
に
し
わ
の
増
え
た
幼
な
じ
み
た
ち
は
、
今
も
子
や
孫
に
、

ま
た
、
か
つ
て
の
同
級
生
た
ち
に
、
メ
ン
ド
ッ
コ
、
ツ
ク

シ
ン
ボ
ー
…
…
と
語
り
続
け
て
い
る
。

年
に
数
回
、
あ
る
い
は
何
年
か
何
十
年
に
一
度
し
か
帰

ら
な
い
ふ
る
さ
と
の
姿
は
、
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
一
変
し
た
ふ
る
さ
と
の
よ
う
す
が
、
こ
と
ば
ま

で
一
掃
し
た
か
の
よ
う
に
想
像
さ
せ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
勘
違
い
だ
。
人
々
は
、
あ
な
た
に
昔
と
変
わ
ら
な
い

こ
と
ば
を
か
け
て
く
れ
る
し
、
旧
友
が
集
ま
れ
ば
、
み
な
、

方
言
で
近
況
を
語
り
、
世
情
を
こ
ぼ
し
た
り
し
て
い
る
。

友
人
た
ち
は
、（
都
会
で
一
花
咲
か
せ
た
）
あ
な
た
の
た
め

に
わ
ざ
わ
ざ
昔
の
こ
と
ば
を
か
け
て
く
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
ま
し
て
や
、（
故
郷
に
錦
を
飾
る
）
あ
な
た
の
た
め

に
な
つ
か
し
さ
を
演
出
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。

あ
ま
り
に
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
、
見
過
ご
し
た
り
、

思
い
違
い
を
引
き
起
こ
し
た
り
し
が
ち
で
あ
る
が
、
方
言

は
言
語
で
あ
る
。
方
言
は
言
語
と
し
て
、
そ
の
中
核
的
機

能
に
よ
り
、
地
域
に
暮
ら
す
人
々
が
互
い
に
意
思
疎
通
す

る
た
め
に
使
わ
れ
る
。
生
き
た
人
間
ど
う
し
が
、
日
々
の

生
活
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
道
具
が
方
言
で
あ
る
。
方
言
は
過
去
の
遺
産
で

は
な
い
。
方
言
＝
文
化
と
い
う
見
方
は
、
全
面
的
に
誤

り
で
あ
る
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
い
っ
た
ん
そ
こ
か
ら

離
れ
て
、
本
質
を
見
つ
め
直
す
姿
勢
は
常
に
必
要
だ
。

■ 

方
言
は
変
化
す
る

言
語
は
必
ず
変
化
す
る
。
こ
れ
は
経
験
則
で
あ
る
と
と

も
に
理
論
で
も
あ
る
。
変
化
し
な
い
言
語
は
知
ら
れ
て
い

な
い
。
正
確
に
言
え
ば
、
変
化
し
な
く
な
っ
た
言
語
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
に
す
で
に
生

き
て
い
な
い
言
語
で
あ
る
。
生
き
た
言
語
で
あ
る
以
上
、

方
言
も
変
化
す
る
。

言
語
は
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
先
に
記
し
た
意
思
疎
通
の
道
具
で
あ
る
こ

と
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。「
道
具
」
と
は
言
っ
た
も

の
の
、
目
に
見
え
た
り
、
触
っ
た
り
で
き
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
抽
象
的
存
在
で
は
あ
る
が
、
現

実
に
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
シ

ス
テ
ム
性
と
し
て
現
れ
る
。

シ
ス
テ
ム
は
、
合
理
的
で
整
合
性
の
高
い
方
が
望
ま
し

い
。
現
実
の
言
語
は
、
理
想
の
シ
ス
テ
ム
に
は
な
っ
て
お

ら
ず
、
な
に
が
し
か
の
不
合
理
や
不
整
合
を
抱
え
て
い
る
。

不
規
則
動
詞
や
変
格
活
用
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
存
在
が
そ

の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
言
語
は
シ
ス
テ
ム
と
し
て
望
ま
し
い
方
向
に

進
も
う
と
す
る
。
そ
れ
が
こ
と
ば
の
変
化
で
あ
る
。
こ
と

ば
の
変
化
は
、
し
ば
し
ば
社
会
内
に
動
揺
を
も
た
ら
す
。

一
般
に
変
化
を
起
こ
す
の
は
下
の
世
代
＝
若
者
で
あ
る
。

こ
れ
に
上
の
世
代
は
カ
チ
ン
と
き
て
、
ケ
シ
カ
ラ
ン
と
な

る
。
し
か
し
、
そ
ち
ら
を
志
向
し
て
い
る
の
は
、
こ
と
ば

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
矛
先
を
変
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

方
言
は
生
き
た
言
語
で
あ
る
。
生
き
た
言
語
は
必
ず
変

化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
方
言
は
変
化
す
る
。
こ
と
ば
の

研
究
に
お
い
て
、
現
実
に
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
変
化

が
と
ら
え
ら
れ
る
方
言
ほ
ど
醍
醐
味
の
あ
る
対
象
は
な
い
。

こ
こ
で
ひ
と
こ
と
断
っ
て
お
く
が
、
方
言
は
言
語
と
し

て
特
異
な
性
質
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
標
準
語
が
崩
れ

た
末
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
よ
そ
者
を
寄
せ
付
け
な

い
閉
鎖
的
な
村
人
の
間
で
語
ら
れ
る
、
謎
の
発
音
と
摩
訶

不
思
議
な
文
法
で
構
成
さ
れ
た
暗
号
で
も
な
い
。
言
語
の

一
般
則
は
、
自
然
言
語
と
し
て
の
方
言
に
あ
て
は
ま
る
し
、

方
言
研
究
の
中
か
ら
言
語
の
通
則
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と

は
し
ば
し
ば
あ
る
。
方
言
と
言
語
の
間
を
明
確
に
切
り
分

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

■ 

ナ
ン
ダ
は
何
だ
か
わ
か
ら
な
い

「
行
く
」「
飲
む
」
の
よ
う
に
動
作
を
表
す
単
語
は
動
詞

で
あ
る
。
そ
の
動
作
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
否
定
と
呼
ば

れ
る
。
標
準
語
で
は
「
行
か
な
い
」「
飲
ま
な
い
」
の
よ

う
に
「
な
い
」
を
動
詞
の
後
に
続
け
る
こ
と
で
否
定
を
表

す
。
動
詞
の
否
定
の
表
し
方
は
、
全
国
的
に
は
大
き
く
東

西
に
二
分
さ
れ
、
東
日
本
で
は
標
準
語
形
と
同
じ
ナ
イ
が

使
わ
れ
る
の
に
対
し
、
西
日
本
で
は
ン
も
し
く
は
そ
の
派

生
の
ヘ
ン
が
用
い
ら
れ
る
。
行
カ
ン
・
行
カ
ヘ
ン
、
飲
マ

ン
・
飲
マ
ヘ
ン
が
西
日
本
の
形
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
過
去
形
は
ど
の
よ
う
に
表
す
か
。
つ

ま
り
、
動
詞
の
否
定
過
去
形
で
あ
る
。
文
法
の
中
で
も
基

本
レ
ベ
ル
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
標
準
語
の
場
合
は
、

「
行
か
な
か
っ
た
」「
飲
ま
な
か
っ
た
」
の
よ
う
に
、「
な

か
っ
た
」
が
用
い
ら
れ
る
。
現
在
形
の
「
な
い
」
が
「
な

か
っ
た
」
に
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
形
容
詞
の
「
無
い
」

「
無
か
っ
た
」
と
平
行
し
て
い
る
。
身
近
な
外
国
語
の
英

語
を
例
に
と
れ
ば
、did not

を
動
詞
の
前
に
置
く
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
もdo

やdoes

を
過
去
形
のdid

に
置

き
換
え
る
だ
け
な
の
で
簡
単
で
あ
る
。
過
去
形
の
場
合
は
、

人
称
を
考
慮
す
る
必
要
も
な
い
し
、
動
詞
は
原
形
の
ま
ま

で
よ
い
。

古
く
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
日
本
語
に
は
古
典
（
歴
史

的
文
献
）
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
も
と
に
中
世

あ
た
り
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
よ
う
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の

司
祭
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
る
『
日
本
大
文
典
』
は
、
キ
リ
シ

タ
ン
宣
教
師
に
よ
る
布
教
の
た
め
の
日
本
語
学
習
を
目
的

と
し
て
中
世
末
期
（
17
世
紀
初
頭
）
に
編
ま
れ
た
文
法
書

で
あ
り
、
当
時
の
話
し
こ
と
ば
を
と
ら
え
る
上
で
貴
重
な

資
料
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
読
ま
な
ん
だ
」
の
よ
う
な

「
な
ん
だ
」
が
否
定
過
去
形
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
当

時
の
そ
の
ほ
か
の
文
献
で
も
、
こ
の
「
な
ん
だ
」
が
広
く

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
否
定
過
去
形
の
「
な
ん
だ
」

は
当
時
の
標
準
語
形
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
も
中

部
地
方
か
ら
中
国
地
方
東
部
に
か
け
て
、
行
カ
ナ
ン
ダ
、

飲
マ
ナ
ン
ダ
の
よ
う
に
ナ
ン
ダ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

問
題
は
こ
の
ナ
ン
ダ
で
あ
る
。
現
代
標
準
語
に
お
け
る

否
定
現
在
形
と
否
定
過
去
形
は
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に

形
容
詞
と
平
行
し
て
き
れ
い
な
体
系
を
整
え
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
中
部
地
方
と
西
日
本
の
多
く
で
否
定
過
去
形
の

ナ
ン
ダ
に
対
す
る
否
定
現
在
形
は
ン
で
あ
り
、
こ
の
ナ
ン

ダ
と
い
う
形
は
ど
こ
が
否
定
を
表
し
、
ど
こ
が
過
去
を
表

し
て
い
る
の
か
不
分
明
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ナ
ン
ダ

が
標
準
語
と
し
て
高
い
頻
度
で
使
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
語
源
が
不
明
と
い
う
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。

■ 

（
あ
ち
こ
ち
で
）ン
カ
ッ
タ
誕
生
！

ナ
ン
ダ
が
抱
え
て
い
た
不
分
明
な
構
成
は
整
合
性
に
欠

く
も
の
で
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
致
命
的
で
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
不
具
合
を
抱
え
た
ナ
ン
ダ
に
代
わ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
の
が
ン
カ
ッ
タ
で
あ
る
。

動
詞
は
動
作
を
表
す
と
言
っ
た
が
、
動
詞
の
否
定
は
状

態
に
な
る
。「
行
か
な
い
」「
飲
ま
な
い
」
は
動
作
で
は
な

く
、
動
詞
が
表
す
動
作
を
実
行
し
な
い
状
態
を
表
し
て
い

る
。
そ
の
点
で
、
状
態
を
基
本
と
す
る
形
容
詞
に
接
近
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
形
容
詞
の
過
去
形
語
尾
の
カ
ッ
タ
を

取
り
込
む
こ
と
で
ン
カ
ッ
タ
が
成
立
し
た
。
行
カ
ン
・
行

カ
ン
カ
ッ
タ
、
飲
マ
ン
・
飲
マ
ン
カ
ッ
タ
は
、
意
味
的
に

も
形
式
的
に
も
合
理
的
か
つ
整
合
性
を
満
た
し
て
い
る
。

な
お
、
動
詞
の
否
定
形
で
ヘ
ン
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

は
ヘ
ン
カ
ッ
タ
が
採
用
さ
れ
た
が
、
ン
カ
ッ
タ
と
ヘ
ン

カ
ッ
タ
の
成
立
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ヘ
ン

カ
ッ
タ
も
含
め
て
、
ン
カ
ッ
タ
と
し
て
話
を
進
め
る
。

ち
な
み
に
、
中
世
前
期
ま
で
の
古
典
語
で
は
、
動
詞
の

否
定
過
去
を
表
す
の
に
「
ざ
り
き
」「
ざ
り
け
り
」
の
よ

う
に
「
き
」「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
る
が
、「
た
り
」
を

使
っ
た
「
ざ
り
た
り
」
の
よ
う
な
形
は
見
当
た
ら
な
い
。

形
容
詞
の
過
去
形
も
「
た
り
」
で
は
な
く
、「
高
か
り
き
」

「
高
か
り
け
り
」
の
よ
う
に
「
き
」「
け
り
」
で
表
さ
れ
た
。

動
詞
否
定
形
と
形
容
詞
の
平
行
関
係
は
、
ン
カ
ッ
タ
の
成

大
西
拓
一
郎

O
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こ
と
ば

場
と

新
し
い
方
言
の
生
成
―
―
行
カ
ン
カ
ッ
タ
・
飲
マ
ン
カ
ッ
タ
の
生
ま
れ
る
と
こ
ろ

シ
リ
ー
ズ 

―
― 

1

自
身
が
育
っ
て
き
た
場
所
の
こ
と
ば
を
し
ば
ら
く
ぶ
り
に
聞
く
と
安
心
す
る
。

そ
ん
な
経
験
を
も
つ
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

各
地
域
で
話
さ
れ
る
こ
と
ば
︵
方
言
分
布
︶
の
研
究
に
は
、
柳
田
国
男
の
方
言
周
圏
論
な
ど
が
有
名
だ
が
、

現
在
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
中
心
と
し
た
研
究
が
進
め
ら
れ
、

そ
の
実
際
の
デ
ー
タ
か
ら
読
み
取
れ
る
新
た
な
事
実
に
も
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
学
び
直
し
が
進
む
言
語
地
理
学
の
分
野
か
ら

﹁
ル
ネ
ッ
セ
﹂
を
問
う
3
回
の
シ
リ
ー
ズ
。
今
号
で
は﹁
場
﹂
を
読
み
解
く
。

お
お
に
し
・
た
く
い
ち
ろ
う

1
9
6
3
年
生
ま
れ
。
方
言
学
者
。
現
在
、

国
立
国
語
研
究
所
教
授
。
お
も
な
著
書
に
、

﹃
こ
と
ば
の
地
理
学
﹄︵
大
修
館
書
店
︶、

﹃
現
代
方
言
の
世
界
﹄﹃
新
日
本
言
語
地
図
﹄

﹃
空
間
と
時
間
の
中
の
方
言
﹄︵
い
ず
れ
も

朝
倉
書
店
︶
な
ど
。
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立
と
古
典
語
文
法
の
間
で
も
見
事
に
符
合
し
て
い
る
。

話
を
現
代
の
方
言
に
戻
そ
う
。
関
西
で
は
、
行
カ
ナ
ン

ダ
・
飲
マ
ナ
ン
ダ
の
よ
う
な
ナ
ン
ダ
形
は
、
古
く
さ
く
感

じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
大
阪
の
生
ま

れ
で
ン
カ
ッ
タ
を
習
得
し
て
い
る
が
、
7
年
前
に
没
し
た

父
は
ナ
ン
ダ
と
言
っ
て
い
た
。
実
際
、
現
在
多
く
の
関
西

人
は
、
行
カ
ン
カ
ッ
タ
（
行
カ
ヘ
ン
カ
ッ
タ
）・
飲
マ
ン

カ
ッ
タ
（
飲
マ
ヘ
ン
カ
ッ
タ
）
を
使
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の

背
景
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
ナ
ン
ダ
か
ら
ン
カ
ッ
タ
へ

の
合
理
的
移
行
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。

そ
の
交
替
時
期
は
、
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
関
西
に
お
け
る
ン
カ
ッ

タ
（
否
定
過
去
）
の
生
成
・
普
及
は
こ
こ
30
年
く
ら
い
の

で
き
ご
と
な
の
で
あ
る
。
図
1
は
、
大
阪
府
を
中
心
と
し

た
地
域
に
お
け
る
最
近
30
年
間
で
の
ン
カ
ッ
タ
（
ヘ
ン

カ
ッ
タ
）
の
分
布
変
化
を
示
し
て
い
る
。
約
30
年
前
の

1
9
8
0
年
代
初
頭
、
ン
カ
ッ
タ
の
大
阪
府
内
に
お
け

る
使
用
地
域
は
和
歌
山
県
境
の
南
端
に
限
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
、
30
年
の
間
に
大
阪
府
全
域
に
広
が
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
（
こ
の
時
間
間
隔
は
上
に
記
し
た
筆
者
の
経
験
と
適
合

し
て
い
る
）。

こ
の
よ
う
に
現
在
で
は
大
阪
府
全
体
で
広
く
ン
カ
ッ
タ

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
「
ン

カ
ッ
タ
＝
関
西
弁
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
醸
し
出
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
ン
カ
ッ
タ
の
生
成
・
普
及
は
大
阪
・
関

西
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
不
分
明
な
ナ
ン
ダ
を
捨
て
る

こ
と
で
ン
カ
ッ
タ
が
生
み
出
さ
れ
た
事
情
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
ナ
ン
ダ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
方
言
に
お
け
る
ン

カ
ッ
タ
の
生
成
は
言
語
的
宿
命
で
あ
り
、
北
陸
・
中
部
・

中
国
・
九
州
な
ど
各
地
で
確
認
さ
れ
る
。
図
2
に
は
、
愛

知
県
に
お
け
る
30
年
間
の
変
化
を
示
し
た
。
30
年
前
に
は

ま
ば
ら
だ
っ
た
ン
カ
ッ
タ
が
、
現
在
で
は
県
内
全
域
で
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
ン
カ
ッ
タ
の
蜂
起
は
各
地
一
斉
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
実
は
、
そ
こ
に
は
時
間
差
が
あ
り
、
も
っ
と

も
早
か
っ
た
の
は
北
陸
地
方
（
新
潟
県
上
越
・
中
越
地
方
）

で
あ
る
。
図
3
が
示
す
よ
う
に
、
30
年
前
か
ら
広
く
使
用

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
も
分
布
は
安
定
し
て
い
て
、
あ
ま

り
変
化
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
1
0
0
年
前
、
20

世
紀
初
頭
に
編
纂
さ
れ
た
『
口
語
法
分
布
図
』
で
は
、
す

で
に
こ
の
地
域
で
ン
カ
ッ
タ
の
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。
ン
カ
ッ
タ
は
関
西
人
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
し
、
関
西
が
発
生
源
で
す
ら
な
い
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

言
語
的
必
然
性
に
応
じ
て
、
独
立
し
て
生
み
出
さ
れ
、
現

在
に
至
っ
た
も
の
な
の
だ
。

■ 

ど
こ
ま
で
も
広
が
ら
ン
カ
ッ
タ

こ
の
よ
う
に
し
て
生
成
さ
れ
た
新
語
形
ン
カ
ッ
タ
は
、

分
布
と
し
て
地
理
空
間
上
に
領
域
を
形
成
す
る
。
そ
の
領

域
に
つ
い
て
、
図
1
〜
3
を
も
と
に
見
て
み
る
と
、
興
味

深
い
こ
と
に
気
づ
く
。

図
1
で
は
、
大
阪
府
を
ほ
ぼ
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
分
布

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
在
の
大
阪
府
内
で
あ
れ
ば
、
ン

カ
ッ
タ
を
使
っ
て
も
違
和
感
を
与
え
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
図
2
も
同
様
で
、
愛
知
県
を
覆
う
よ
う
な
分
布
で
あ

る
。
図
3
で
は
、
30
年
前
に
新
潟
県
中
南
部
（
上
越
・
中

越
地
方
）
に
分
布
域
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
、
分
布
は
ほ

と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
と
ば
の
変
化
に
よ
り
新
た
な
語
が
発

生
し
た
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
広
が
る
の
か
を
如
実

に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
発
生
点
か
ら
波
紋
状
に
ど

こ
ま
で
も
永
続
し
て
拡
大
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

一
定
の
範
囲
を
リ
ミ
ッ
ト
と
し
て
領
域
が
形
成
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
地
理
的
範
囲
は
、
大
阪
府
（
図

1
）
や
愛
知
県
（
図
2
）
の
よ
う
な
府
県
や
上
越
・
中
越

の
よ
う
な
一
定
の
地
方
（
図
3
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事

例
が
想
定
さ
せ
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
形
で
人
間
の
活
動

を
制
約
す
る
空
間
領
域
と
の
間
に
相
関
が
認
め
ら
れ
る
。

今
、
制
約
と
記
し
た
が
、
正
確
に
は
必
然
と
言
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
通
勤
・
通
学
、
ま
た
勤
務
地
な
ど
は
、

府
県
や
地
方
と
い
っ
た
空
間
領
域
に
よ
り
、
社
会
的
・
制

度
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
空
間
領

域
の
中
で
日
々
の
営
み
が
な
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
行
わ
れ
る
。
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
そ
の
道
具
が

こ
と
ば
＝
方
言
で
あ
り
、
そ
の
円
滑
な
実
現
の
た
め
に
は
、

道
具
＝
こ
と
ば
＝
方
言
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し

い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
結
果
が
、
新
生
語
ン

カ
ッ
タ
の
分
布
領
域
と
し
て
、
地
図
上
に
現
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
ン
カ
ッ
タ
は
、
大

阪
府
や
愛
知
県
内
に
30
年
間
で
広
が
っ
た
が
、
そ
れ
は
30

年
前
に
使
用
（
発
生
）
が
確
認
さ
れ
た
場
所
か
ら
染
み
出

す
よ
う
に
ジ
ワ
ジ
ワ
と
広
が
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
在

の
領
域
内
を
埋
め
る
よ
う
に
し
て
（
お
そ
ら
く
、
あ
る
時
期
、

一
気
に
）
分
布
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ン
カ
ッ
タ
の
展
開
に
関
西
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
シ
ン
ボ

ル
的
役
割
を
期
待
し
て
い
た
方
々
に
は
、
無
念
か
も
し
れ

ず
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
申
し
訳
な
い
が
、
こ
こ
に
は
間
違

い
な
く
、
タ
コ
焼
き
も
お
笑
い
も
タ
テ
縞
も
関
与
し
て
い

な
い
。

参
考
文
献

﹃
日
本
語
学
﹄
第
18
巻
13
号
「
新
し
い
方
言
と
古
い
方
言
の
全
国
分
布
︱
︱
ナ
ン

ダ
・
ナ
カ
ッ
タ
な
ど
打
消
過
去
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」（
大
西
拓
一
郎
︑

１
９
９
９
年
︑
明
治
書
院
）

﹃
日
本
語
学
﹄
第
36
巻
2
号
「
方
言
の
動
詞
否
定
辞
過
去
形
に
見
る
日
本
語
の
重

層
性
」（
大
西
拓
一
郎
︑
２
０
１
７
年
︑
明
治
書
院
）

﹃
新
日
本
言
語
地
図
﹄（
大
西
拓
一
郎
編
︑
２
０
１
６
年
︑
朝
倉
書
店
）

﹃
口
語
法
分
布
図
﹄（
国
語
調
査
委
員
会
編
︑
１
９
０
６
年
︑
国
定
教
科
書
共
同
販

売
所
）

﹃
方
言
文
法
全
国
地
図
4
﹄（
国
立
国
語
研
究
所
編
︑
１
９
９
９
年
︑
大
蔵
省
印
刷

局
）

動詞の否定形である「（行か）ない」の過

去形「（行か）なかった」の方言の歴史に

は、「（行か）ナンダ」から、ここ30年の

間に「（行か）ンカッタ」「（行か）ヘンカッ

タ」への変遷がみられる。関西地域特

有の方言のイメージが強いが、実際に

フィールドワークを行い分布図を作成し

てみると、愛知の他、特に新潟（北陸

地方）には、大阪より先に「（行か）ンカッ

タ」が生まれ、現在まで安定的に残って

いることがわかる。「ことば」の広がりは、

発生点から波紋のように広がるというそ

れまでの定説から離れ、独立した地域

で必然性によりそれぞれが形成されてき

たという「ことばと場」の関係性が実証

された。

■図2：愛知県

■図3：新潟県

■図1：大阪府

新語形ンカッタのここ30年の比較分布図（地域抜粋）

動詞否定過去形：
（行か）なかった

2010年代（『新日本言語地図』72図による）

―ンカッタ

―ヘンカッタ

動詞否定過去形：
（行か）なかった

1980年代（『方言文法全国地図』151図による）

―ンカッタ

―ヘンカッタ
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わ
た
し
が
子
供
の
こ
ろ
に
よ
く
行
っ
て
い
た
公
園
の
片

隅
に
は
、「
近
代
紡
績
工
業
発
祥
の
地
」
の
石
碑
が
あ
っ
た
。

明
治
の
半
ば
に
、
大
阪
紡
績
会
社
が
こ
こ
で
操
業
し
、
大

阪
の
紡
績
工
業
を
支
え
る
基
盤
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、

中
華
鍋
を
傾
け
た
よ
う
な
形
の
滑
り
台
で
遊
ん
で
い
た
当

時
は
、
そ
ん
な
歴
史
も
石
碑
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ

た
の
だ
が
。

紡
績
工
場
が
発
展
を
続
け
て
い
た
時
代
、
大
阪
は
「
東

洋
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
も
し
く
は
、

呼
ば
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。「
煙
の
都
」
と
も
形
容
さ
れ
て

い
た
（
当
時
の
「
煙
」
は
誉
め
言
葉
で
あ
る
）。
現
代
の
大
阪
の

街
の
形
は
、
そ
の
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
。

今
年
の
2
月
、
日
本
文
学
を
紹
介
す
る
イ
ベ
ン
ト
に
参

加
す
る
た
め
、
初
め
て
イ
ギ
リ
ス
を
訪
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン

の
翌
日
、
特
急
列
車
で
2
時
間
半
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で

も
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
た
。
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
の
い
る
サ
ッ

カ
ー
チ
ー
ム
と
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
ス
ト
ー
ン
・
ロ
ー
ゼ
ズ

や
オ
ア
シ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
の
だ
が
、

駅
か
ら
ホ
テ
ル
に
移
動
す
る
タ
ク
シ
ー
の
ほ
ん
の
5
分
の

道
程
で
ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
栄
華
を
今
に
伝
え
る
街
の
風

景
に
圧
倒
さ
れ
た
。

煉
瓦
造
り
の
豪
奢
な
建
物
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。
そ
れ
も

8
階
建
て
や
10
階
建
て
が
多
く
、
前
日
ま
で
い
た
ロ
ン
ド

ン
に
比
べ
て
も
迫
力
が
あ
っ
た
。
市
庁
舎
は
ま
る
で
ゴ
シ
ッ

愛
想
と
ち
ょ
っ
と
強
引
な
く
ら
い
の
売
り
込
み
。
台タ

イ

北ペ
イ

の

古
く
か
ら
続
く
問
屋
街
、
永
康
街
に
は
大
阪
の
船
場
セ
ン

タ
ー
ビ
ル
に
そ
っ
く
り
な
布
問
屋
の
ビ
ル
が
あ
っ
た
。
売
っ

て
い
る
布
も
ヒ
ョ
ウ
柄
に
ヒ
ョ
ウ
の
顔
で
、
店
の
人
が
大

阪
弁
で
な
い
の
が
不
思
議
な
く
ら
い
だ
っ
た
。

東
京
に
住
ん
で
10
年
が
過
ぎ
た
。
大
阪
に
戻
っ
て
き
た

と
実
感
す
る
の
は
、
新
大
阪
か
ら
Ｊ
Ｒ
京
都
線
や
地
下
鉄

御
堂
筋
線
に
乗
り
換
え
た
瞬
間
で
あ
る
。

車
両
に
入
っ
た
途
端
、
人
の
話
し
声
が
あ
ち
こ
ち
か
ら

耳
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
そ
の
独
特
の
抑
揚
の
せ
い
な
の

か
、
明
る
い
色
彩
の
個
性
的
な
服
装
の
せ
い
な
の
か
、
な

ん
と
い
う
か
、
人
の
輪
郭
が
く
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
る
。
仕
事
で
出
会
う
人
も
、
長
い
付
き
合
い
の
友
人
も
、

そ
の
知
り
合
い
で
初
め
て
会
っ
た
人
も
、
た
い
て
い
興
味

深
い
こ
と
を
率
直
に
話
し
て
く
れ
る
。

「
東
洋
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
」
だ
っ
た
こ
ろ
に
造
ら
れ
、

今
も
数
多
く
残
る
近
代
建
築
も
、
学
校
や
庁
舎
な
ど
の
公

共
施
設
や
大
企
業
だ
け
で
は
な
く
、
大
阪
の
場
合
は
、
個

人
オ
ー
ナ
ー
の
個
性
的
な
建
物
が
多
い
。

大
阪
を
象
徴
す
る
建
物
の
一
つ
で
あ
る
中
央
公
会
堂
は
、

た
っ
た
一
人
の
実
業
家
が
莫
大
な
寄
付
を
し
て
造
ら
れ
た
。

一
時
は
老
朽
化
で
取
り
壊
し
の
話
も
あ
っ
た
が
、
地
盤
改

良
ま
で
し
て
よ
み
が
え
っ
た
。
高
校
の
合
唱
大
会
や
咲
く

や
こ
の
花
賞
の
授
賞
式
も
こ
こ
だ
っ
た
の
で
、
個
人
的
に

も
思
い
入
れ
が
深
い
場
所
で
あ
る
。

こ
の
数
十
年
、
大
阪
は
メ
デ
ィ
ア
で
喧
伝
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ
に
自
身
が
縛
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
さ
わ
が
し
い
、

ク
教
会
の
よ
う
で
、
内
部
は
床
、
壁
、
天
井
、
窓
枠
、
ド

ア
ノ
ブ
と
、
こ
れ
以
上
意
匠
を
凝
ら
す
場
所
が
な
い
と
い

う
ほ
ど
壮
麗
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
た
。
隣
に
は
巨
大
な

ド
ー
ム
型
の
閲
覧
室
を
中
心
に
し
た
図
書
館
。
19
世
紀
、

い
か
に
こ
の
街
が
世
界
の
中
で
繁
栄
を
誇
っ
て
い
た
か
を
、

そ
し
て
大
阪
が
東
洋
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
憧
れ
、
目
指

し
た
こ
と
の
意
味
を
、
や
っ
と
心
底
理
解
で
き
た
。

外
国
を
旅
行
し
て
い
る
と
、
大
阪
み
た
い
や
な
、
と
思

う
こ
と
が
度
々
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
碁
盤
の
目
の
区
画

や
一
方
通
行
が
交
互
に
定
め
ら
れ
て
い
る
ま
っ
す
ぐ
な
道

路
も
大
阪
を
思
い
出
し
た
が
、
街
の
ハ
ー
ド
面
よ
り
も
、

や
は
り
人
と
距
離
に
対
し
て
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
劇
場
で
チ
ケ
ッ
ト
の
列
に
並

ん
で
い
た
ら
、
後
ろ
の
お
ば
あ
さ
ん
が
わ
た
し
の
携
帯
の

待
ち
受
け
画
面
を
見
て
、
猫
が
好
き
な
の
か
、
う
ち
に
は

2
匹
い
る
、
と
話
し
か
け
て
き
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
信

号
待
ち
の
わ
ず
か
な
時
間
に
も
、
見
知
ら
ぬ
人
と
な
に
か

し
ら
話
す
こ
と
は
何
度
も
あ
っ
た
。

わ
た
し
が
商
店
街
の
そ
ば
で
育
ち
、
家
は
自
営
業
、
自

転
車
で
15
分
ほ
ど
走
れ
ば
難
波
の
ど
真
ん
中
と
い
う
環
境

だ
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
市
場
的
な
場
所
に

行
く
と
、
大
阪
っ
ぽ
い
と
思
う
。
ホ
ー
チ
ミ
ン
の
公
設
市

場
の
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
し
た
活
気
や
店
の
お
ば
ち
ゃ
ん
の

が
め
つ
い
、
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
も
、

大
阪
の
人
は
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
旺
盛
な
の
で
、
そ
の
場
の

期
待
に
応
え
て
、
大
げ
さ
に
振
る
舞
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
本
来
の
自
分
の
姿

で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
感
じ
る
。

2
年
前
に
オ
ー
プ
ン
し
た
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
の
展
望
台

か
ら
は
、
上
町
台
地
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
大
阪
の
街

と
歴
史
が
一
望
で
き
る
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
似
た
よ
う
な

も
の
だ
と
た
い
し
て
期
待
も
せ
ず
に
上
っ
た
わ
た
し
の
先

入
観
を
打
ち
砕
い
て
、
ま
る
で
空
中
に
浮
か
ん
だ
感
覚
で

何
時
間
で
も
過
ご
せ
そ
う
な
こ
の
展
望
台
か
ら
眺
め
る
と
、

は
る
か
に
大
陸
か
ら
海
を
渡
っ
て
き
た
人
や
文
化
が
こ
の

場
所
を
交
点
と
し
て
古
代
か
ら
行
き
か
っ
て
い
た
の
が
目

に
浮
か
ん
で
き
た
。

一
極
集
中
や
経
済
の
停
滞
な
ど
厳
し
い
環
境
が
続
い
て

い
る
が
、
い
き
な
り
「
東
洋
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
」
と
大

き
く
打
っ
て
出
た
大
阪
の
人
の
柔
軟
さ
は
ま
だ
健
在
だ
。

現
代
は
当
時
の
よ
う
に
が
む
し
ゃ
ら
に
規
模
を
拡
大
す
る

の
で
は
な
く
、
街
だ
と
か
国
だ
と
か
い
う
枠
を
超
え
て
、

フ
ラ
ッ
ト
に
い
ろ
ん
な
人
や
場
所
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
取
れ
る
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ

る
街
だ
と
、
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。

し
ば
さ
き
・
と
も
か
　
1
9
7
3
年
、
大
阪
府
生
ま
れ
。
生
ま
れ
育
っ

た
大
阪
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
数
多
く
執
筆
。
2
0
0
7
年
、﹃
そ
の

街
の
今
は
﹄
で
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
、
織
田
作
之
助
賞
、

咲
く
や
こ
の
花
賞
を
受
賞
。
10
年
、﹃
寝
て
も
覚
め
て
も
﹄
で
野
間
文

芸
新
人
賞
受
賞
。
14
年
、﹃
春
の
庭
﹄
で
芥
川
龍
之
介
賞
受
賞
。

大
阪
は
つ
な
が
っ
て
い
く

文
＝
柴
崎
友
香

Shibasaki Tom
oka

画
＝
浅
妻
健
司
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都市は、私たちの暮らしの基盤であり、
産業・経済・生活文化といった営みのすべてが集約された「場」です。

そのあり方を問い直し、
魅力ある「場」をつくるうえで参考となる書籍を選びました。

『近世大坂の町と人』
産業・経済・文化が花開いた近世大坂の姿を、
町の主役町人に光をあて概観する。今も繁華街で
ある道頓堀・千日前など盛り場の成立、大阪大学
の前身懐徳堂と適塾の設立、海保青陵や木村蒹
葭堂といった思想家・文化人などの事象から、そ
れらを生み出した大坂町人の気概と生活文化が浮
かび上がる。今の大阪の成り立ちを知る絶好の書。

脇田修 ＝ 著
吉川弘文館／ 2015年

『東京の空間人類学』
近代都市を乱開発と非難するのは簡単だ。筆者
は、江戸の古地図を辿る丹念なフィールドワークで、
東京の深層に今もなお息づく江戸の都市空間の名
残りをこまやかに拾い歩く。「その場所」がもつコン
テクスト（文脈）を大事にし、計画・設計されていた
都市構造を、建築史家が専門的視点で解説。都
市学の定番書として今後の都市づくりのヒントに。

陣内秀信＝ 著
ちくま学芸文庫／ 1992年

『複数性のエコロジー
──人

ノ ン ・ ヒ ュ ー マ ン

間ならざるものの環境哲学』
無垢な自然環境を理想とする従来のエコロジーは、
人間を環境破壊の元凶とみなし、結果的に人間
不在の思想に帰着する。型破りなエコロジー論で
注目される思想家ティモシー・モートンとの対話と
著者自身の内省を通し、人としての新たな生き方
を考える。自分への配慮とヒト・モノを含む他者
との結びつきや共存を意識化することを説く。

篠原雅武 ＝ 著
以文社／ 2016年

『パサージュ論  第3 巻』
ユダヤ人思想家ヴァルター・ベンヤミンがパリ亡
命時に綴ったメモをまとめた近現代社会分析の
古典。19世紀前半のパリに生まれたアーケード
街「パサージュ」を対象に人間の欲望やユートピア、
時代精神を考察する。第3巻はその思想的方法
論であり、近代と都市を読み解く概念である「遊
歩者」の認識を綴った断章を収録。全5巻。

ヴァルター・ベンヤミン＝ 著　
今村仁司、三島憲一ほか ＝ 訳
岩波現代文庫／ 2003年

『船場大阪を語りつぐ
──明治大正昭和の大阪人、ことばと暮らし』
月刊『大阪人』の連載「大阪ことばを語りつぐ」
より、船場を中心とした大阪の明治・大正・昭
和初期の暮らしが語られた50篇を収録。商いと
町の発展のために教育を重んじ、自らの暮らし
を律し、ほがらかに平和を愛し暮らす人々の知恵
が、大阪ことばでいきいきと語られる。大阪の「本
来の姿」を知るための貴重な資料となる一冊。

前川佳子 ＝ 構成・文　近江晴子 ＝監修
和泉書院／ 2016年

『風土──人間学的考察』
アジアからヨーロッパに至る地域をモンスーン・砂
漠・牧場と3類型し、民族・文化・社会の特質に
ついて考察する独自の比較文化論は、今も論議
を呼ぶ労作。風土を単なる自然環境と捉えず、人
間の精神構造のなかに刻みこまれた自己了解のし
かたであるという基底から、外と内をわける「家」
の捉え方や芸術論など豊かな発想力もおもしろい。

和辻哲郎 ＝ 著
岩波文庫／ 1979年

『日本文化における時間と空間』
戦後思想史の巨人が時間と空間を軸に日本文化
の特質を論じる。絵画や建築、文学等を参照す
るなかで浮かび上がるのは、島国ゆえに内に向
かい、全体を志向しなかった「ムラ共同体」に象
徴される精神性だった。著者はそれを「今＝ここ」
の文化だとして、全体の構造化をせず循環する
時間や空間、諸行無常の観念にその本質をみる。

加藤周一 ＝ 著
岩波書店／ 2007年

『日本の風景・西欧の景観
──そして造景の時代』
フランスにおける日本学の第一人者にして著名な
文化地理学者による風景の比較文化論。「山水」
や「借景」のような自然と融合した東洋の視点が、
自然と人間の二項対立を超えるべく模索されてき
た西洋の空間と出会うとき、環境との豊かな調和
が生み出されると説く。これからの都市や自然環
境のあり方を考えるうえでも必読の書。

オギュスタン・ベルク＝ 著　篠田勝英 ＝ 訳
講談社現代新書／ 1990年

『人間の街──公共空間のデザイン』
公共空間デザインの第一人者が、コペンハーゲン
やニューヨークなど、世界各都市での実験を踏ま
え、デザインの実践理論を体系化した一冊。都市
開発がそこに暮らす人 を々排除するものではなく、
持続可能で健康的かつ安全な、いきいきとしたも
のであるためには、街に生きる人々の目線を尊重し
た人間的スケールこそが必要であると主張する。

ヤン・ゲール ＝ 著　北原理雄 ＝ 訳
鹿島出版会／ 2014年

『ポートランド
――世界で一番住みたい街をつくる』
全米で最も住みたい街に選ばれ移住者が増え続
けるポートランドの施策を開発局勤務の著者が紹
介。景観保全と産業・住宅開発のバランス、交通・
水道・オープンスペースをひとつの環境システムと
捉えたエリア開発、コミュニティを形成する市民
や企業の都市計画への参加など、人口減少・産
業縮小に悩む日本の市町村へのヒント満載の一冊。

山崎満広＝ 著
学芸出版社／ 2016年

15 26 379 4810

「場」を問い直すための10冊
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38

49
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1920年代の神戸・外国人居留地の様子を伝える絵葉書
写真／AFLO

特集
昔の暮らし力

vol.112

特集
生活者から見る〝スマート〟

vol.111

特集
幸せな地域の暮らしをつくる

vol.110

特集
学びを学ぶ

vol.113

特集
外から「日本」を見直す

vol.114

特集
外に出て「日本」を見直す

vol.115

「CEL」バックナンバー

あ
る
国
の
領
事
か
ら
こ
ん
な
話
を
聴
い
た
。

「
日
本
人
は
『
源
氏
物
語
』
を
紫
式
部
が
書
い

た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、『
紫
式
部
が
な
ぜ

そ
れ
を
書
い
た
の
か
、
そ
の
時
代
の
背
景
は
ど

う
だ
っ
た
の
か
？
』
と
お
訊
き
し
て
も
答
え
が

な
い
。」

神
戸
に
外
国
人
居
留
地
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
い
て
も
、
な
ぜ
神
戸
に
つ
く
ら
れ
た
か

に
は
関
心
を
し
め
さ
な
い
。
大
坂
は
「
天
下
の

台
所
」
だ
っ
た
が
、
文
化
・
観
光
都
市
で
も

あ
っ
た
。
記
念
碑
や
再
現
施
設
を
訪
ね
街
歩
き

す
る
人
が
多
い
が
、
な
ぜ
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
が

上
方
で
生
ま
れ
た
の
か
、
な
ぜ
当
時
の
人
が
支

持
し
た
か
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
て

い
な
い
。

か
つ
て
こ
こ
に
城
が
あ
っ
た
、
堀
が
あ
っ
た

と
か
「
モ
ノ
」
ば
か
り
が
着
目
さ
れ
る
。
そ
の

場
に
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
、
な
く
な
っ
た
こ
と

に
は
「
必
然
」
が
あ
る
。
し
か
し
前
後
の
「
必

然
」
が
風
化
し
、
場
の
記
憶
か
ら
欠
落
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。

現
代
人
は
「
過
去
よ
り
も
現
代
が
進
歩
し
て

い
る
」
と
い
う
文
明
観
を
抱
き
が
ち
で
あ
る
。

「
新
し
い
も
の
＝
進
歩
し
た
も
の
」
と
捉
え
、

過
去
は
古
い
も
の
、
レ
ベ
ル
が
低
い
も
の
と
過

小
評
価
し
が
ち
で
あ
る
。
た
し
か
に
技
術
や
道

具
は
進
歩
し
た
が
、
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

自
体
は
過
去
と
現
代
で
も
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
。

た
と
え
ば
築
城
や
川
の
流
れ
を
変
え
る
な
ど

の
土
木
事
業
を
、
現
代
の
設
備
や
道
具
を
用
い

ず
に
実
現
し
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
が
な
か
っ
た

江
戸
時
代
の
両
替
商
は
複
雑
な
金
利
計
算
を
こ

な
し
て
い
る
。
物
理
学
や
天
文
学
、
高
等
数
学

を
海
外
か
ら
も
学
び
身
に
つ
け
、「
技
」
で
は

現
代
よ
り
進
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
り
わ
け
江
戸
時
代
の
築
城
や
都
市
計
画
、

都
市
イ
ン
フ
ラ
づ
く
り
な
ど
を
見
る
と
、
全
体

像
を
つ
か
む
力
や
、
運
営
シ
ス
テ
ム
や
体
制
、

仕
組
み
は
現
代
よ
り
は
る
か
に
優
れ
た
力
が

あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

現
代
の
日
本
の
課
題
は
、
過
去
の
本
質
が
現

在
に
繋
が
っ
て
い
な
い
こ
と
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の

み
を
追
い
か
け
て
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
理
解
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
内
向
き
で
外
の
変
化
に
目
を

向
け
な
く
な
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
表
層
的
と
な
り
、
流
動
化
す
る
。
あ

ら
ゆ
る
事
柄
が
、
こ
れ
ま
で
の
価
値
観
や
社
会

制
度
や
ル
ー
ル
と
「
適
合
不
全
」
と
な
り
、
今

ま
で
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
。
そ

れ
が
、
こ
れ
ま
で
依
っ
て
立
っ
て
き
た
こ
と
に

対
す
る
「
喪
失
感
」
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

１
１
６
号
よ
り
３
号
連
続
で
、
過
去
と
現
在

の
時
間
軸
を
繋
ぎ
直
し
、
内
と
外
と
を
重
ね
合

わ
せ
て
、
そ
の
場
が
持
っ
て
い
た
必
然
的
な
本

質
を
発
掘
し
て
、「
ル
ネ
ッ
セ
（
再
起
動
）」
し

て
い
く
方
法
論
を
考
え
て
い
き
た
い
。

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、
「CEL」バックナンバーをご覧になれます。

※CELホームページに掲載する「読者アンケート」にご協力願います。

Facebookページ
https://www.facebook.com/osakagas.cel

※最近の6号。創刊（1987年）
からのバックナンバーはCEL
ホームページに掲載しています。
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そ
の
場
所
に
、な
ぜ
そ
れ
が
あ
っ
た
の
か
?

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
所
長  

池
永
寛
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ま
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