


情
報
誌﹃
C
E
L
﹄
は
、

1
1
6
号
か
ら
1
2
0
号
ま
で

5
回
に
わ
た
っ
て「
ル
ネ
ッ
セ
（
再
起
動
）」
を
テ
ー
マ
に
、

「
場
―
都ま

ち市
」「
交
―
交つ

な
が
り流
」「
耕
―
文
化
」
の
理
論
編
、

海
外
の
取
り
組
み
に
学
ぶ
実
践
編
へ
と
展
開
を
続
け
、

日
本
社
会
が
抱
え
る
問
題
の
本
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
と
も
に
、

再
興
へ
向
け
た
方
法
論
を
提
起
し
て
き
ま
し
た
。

今
号
で
は
総
集
編
と
し
て

こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

「
ル
ネ
ッ
セ
」の
今
を
捉
え
つ
つ
、

未
来
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の
実
践
を
目
指
し
ま
す
。
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平成30（2018）年12月文楽公演『鎌倉三代記』より
写真提供／国立劇場　協力／国立劇場、人形浄瑠璃文楽座

神
棚
の
お
は
ぎ
を

ち
ゃ
ぶ
台
に
降
ろ
す

を
つ
か
む
場
で
あ
り
、
学
び
の
場
で
あ
り
、

当
時
は
決
し
て
高
尚
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
よ
ね
。

織
太
夫　

今
か
ら
3
3
5
年
前
、
貞
享

元
（
1
6
8
4
）
年
に
、
初
代
竹
本
義
太

夫
が
道
頓
堀
に
竹
本
座
を
興
し
、
活
況
を

呈
し
ま
し
た
。
従
来
の
人
形
浄
瑠
璃
は
、

歴
史
上
の
人
物
を
主
人
公
と
し
た
「
時
代

物
」
の
作
品
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、

初
代
義
太
夫
は
当
時
の
市
井
の
人
物
、
江

戸
時
代
の
現
代
人
を
主
人
公
と
し
た
「
世

話
物
」
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

今
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
ネ
タ
で
す
よ
ね
。

そ
の
最
初
の
作
品
が
、『
曽
根
崎
心
中
』

で
す
。
時
代
物
の
歴
史
上
の
人
物
で
な
く
、

お
初
と
い
う
19
歳
の
若
い
女
の
子
が
主
人

公
。
そ
の
お
か
げ
で
「
19
歳
の
女
の
子
が

主
役
な
ん
や
て
。
こ
の
間
、
曽
根
崎
で

あ
っ
た
心
中
事
件
の
話
を
や
る
み
た
い

よ
」
と
、
噂
を
聞
き
つ
け
た
若
い
女
の
子

た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
観
に
く
る
よ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
。
実
は
料
金
設
定
も
工
夫
し
て

い
て
、
当
時
手
に
職
を
も
っ
て
い
る
女
の

子
と
い
っ
た
ら
髪
結
い
ぐ
ら
い
で
し
た
が
、

彼
女
た
ち
が
1
日
働
い
て
も
ら
え
る
金
額

に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

池
永　

ま
さ
に
人
形
浄
瑠
璃
を
再
定
義
し
、

枠
組
み
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た

な
価
値
を
創
造
し
、
客
層
を
劇
的
に
変
え

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

織
太
夫　

そ
う
で
す
。
私
は
文
楽
を
、
神

棚
や
仏
壇
に
供
え
ら
れ
て
い
る
お
は
ぎ
に

見
立
て
て
い
る
ん
で
す
が
、
神
棚
か
ら

対
談竹

本
織
太
夫

池
永
寛
明

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

Ikenaga H
iroaki

Takem
oto O

ritayu

［
文
楽
太
夫
］

池
永　

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化

研
究
所
は
、「
ル
ネ
ッ
セ
（R

enesse

）」

を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
活
動
を
展
開
し
て
い

ま
す
。「
ル
ネ
ッ
セ
」
と
は
、「
再
び
・
循

環
（ren

）」
と
「
実
在
す
る
（esse

）」
を

組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
す
。
都
市
や
地
域

に
埋
没
す
る
本
質
を
掘
り
起
こ
し
、
新
た

な
こ
と
と
融
合
し
て
方
法
論
（
モ
ー
ド
）

を
再
構
築
し
、
再
起
動
さ
せ
よ
う
と
い
う

試
み
で
す
。
こ
れ
ま
で
情
報
誌
『
C
E
L
』

で
5
回
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か

ら
発
信
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
今
一

度
大
阪
に
立
ち
返
り
、
大
阪
の
象
徴
と
で

も
い
う
べ
き
文
楽
を
テ
ー
マ
に
、
ま
ち
の

再
起
動
の
あ
り
方
と
方
法
論
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

織
太
夫　

文
楽
は
3
3
0
年
以
上
か
け

て
、
あ
る
意
味
芸
術
と
い
う
も
の
に
な
り
、

今
で
は
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
な

る
ま
で
に
成
長
し
ま
し
た
。
先
人
た
ち
に

は
感
謝
し
て
い
ま
す
し
、
先
人
た
ち
が
携

わ
り
大
事
に
し
て
き
た
も
の
に
対
し
、
私

が
承
継
し
後
世
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
自

覚
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
今

の
ま
ま
で
十
分
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
ま

せ
ん
。

池
永　

テ
レ
ビ
も
映
画
も
ス
マ
ホ
も
な
い

江
戸
時
代
、
人
形
浄
瑠
璃
は
大
坂
商
人
た

ち
に
熱
狂
的
に
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
人
形

浄
瑠
璃
は
商
人
に
と
っ
て
多
面
的
に
情
報

 「
文
楽
」で

大
阪
を

再
起
動
す
る

増
田
智
泰
＝
撮
影

そ
の
都
市
な
ら
で
は
の
価
値
を
掘
り
起
こ
し
、
再
起
動
へ
つ
な
げ
る
連
続

特
集
企
画
「
ル
ネ
ッ
セ
」。
今
号
で
は
、
六
代
目
竹
本
織
太
夫
氏
に
、
江

戸
時
代
の
大
坂
で
花
開
き
今
も
な
お
進
化
し
続
け
て
い
る
「
文
楽
」
の
本

質
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
抽
出
し
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
こ

れ
か
ら
の
大
阪
の
再
起
動
の
方
法
論
に
つ
い
て
語
り
合
う
。
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平成30（2018）年12月文楽公演『鎌倉三代記』
「高綱物語の段」を演じる竹本織太夫氏。
写真提供／国立劇場　協力／国立劇場、人形浄
瑠璃文楽座

織太夫氏が監修する『文楽のすゝめ』
（実業之日本社、2018年）は、文楽の
紹介だけでなく、近松門左衛門ゆかり
のパワースポットや織太夫氏が愛する名
店の案内など、大阪のガイドブックのよ
うにも楽しめる。

平成30（2018）年12月文楽公演『鎌倉三代記』より
写真提供／国立劇場　協力／国立劇場、人形浄瑠璃文楽座

今後の文楽公演
●2019年4月6 ～ 29日（18日除く）　国立文楽劇場開場35周年記念4月文楽公演　

第一部『通し狂言仮名手本忠臣蔵（大序より四段目まで）』、第二部『祇園祭礼信仰記』『近頃
河原の達引』　大阪・国立文楽劇場

●2019年5月11 ～ 27日　5月文楽公演
『通し狂言　妹背山婦女庭訓』　東京・国立劇場

と
。
ま
じ
り
あ
う
に
は
ふ
た
つ
の
漢
字
が

あ
っ
て
、「
交
」
と
い
う
字
は
使
っ
た
食

材
が
分
か
る
よ
う
な
ま
ぜ
か
た
、「
混
」

と
い
う
字
は
元
の
食
材
を
見
え
な
く
す
る

よ
う
に
ま
ぜ
る
、
つ
ま
り
A
に
B
を
入

れ
た
ら
C
が
生
ま
れ
る
と
い
う
ま
ぜ
か

た
で
す
。
そ
し
て
私
は
、
大
阪
の
本
質
は

「
混
ぜ
る
」
の
方
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。「
混
」
は
「
氵
（
水
）+
昆
（
丸
く

ま
と
ま
る
）」
で
、
水
が
流
れ
て
丸
く
ま
と

ま
っ
て
い
く
様
を
表
し
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
に
多
様
な
も
の
、
新
旧
と
い
う
時
間
軸

を
混
じ
り
あ
わ
せ
て
新
た
な
も
の
を
生
み

出
し
て
き
た
の
が
大
阪
と
い
う
都
市
で
す
。

文
楽
も
伝
統
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
常

に
新
し
い
価
値
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
お

ら
れ
る
の
で
す
ね
。

ち
な
み
に
江
戸
時
代
の
大
坂
観
光
の
訪

問
先
ベ
ス
ト
3
は
、
四
天
王
寺
、
大
坂
城
、

阿あ

弥み

陀だ

池
な
ん
で
す
よ
。

織
太
夫　

明
和
年
間
に
竹
本
座
の
劇
団
が

分
裂
し
た
と
き
、
初
代
竹
本
綱
太
夫
が

「
竹
本
義
太
夫
座
再
興
座
本
」
を
名
乗
っ

ち
ゃ
ぶ
台
に
降
ろ
す
こ
と
が
大
事
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
神
棚
や
仏
壇
に
置
い
て

あ
る
お
は
ぎ
に
は
手
を
出
せ
な
い
。
で
も

家
に
帰
っ
て
ち
ゃ
ぶ
台
に
置
か
れ
て
い
た

ら
勝
手
に
食
べ
ら
れ
ま
す
。
先
の
竹
本
座

が
や
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
神
棚
か
ら
ち
ゃ

ぶ
台
に
降
ろ
す
作
業
は
今
も
必
要
で
す
。

池
永　

文
楽
は
高
尚
な
芸
・
教
養
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
が
ち
な
の
で
、
そ
れ

は
面
白
い
考
え
方
で
す
ね
。

織
太
夫　

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
（
人

間
国
宝
）
や
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

と
い
っ
た
立
派
な
と
こ
ろ
ば
か
り
目
立
っ

て
し
ま
う
と
手
を
出
し
づ
ら
い
。
私
が
監

修
を
し
た
『
文
楽
の
す
ゝ
め
』
で
も
、
文

楽
を
堅
苦
し
く
語
る
よ
り
、
大
阪
に
は
美

味
し
い
も
の
や
大
阪
城
や
い
ろ
い
ろ
な
も

の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
阪
に
来
た
ら
文

楽
も
選
択
肢
に
入
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
気

持
ち
で
、
パ
ッ
と
手
に
取
り
や
す
い
工
夫

を
し
て
い
ま
す
。
我
な
が
ら
大
阪
愛
に
あ

ふ
れ
た
本
で
す
（
笑
）。

池
永　

大
阪
愛
に
関
し
て
い
う
と
、
大
阪

は
、
昨
年
「
世
界
で
最
も
住
み
や
す
い
都

市
ラ
ン
キ
ン
グ
」（
英
誌
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』）

で
ウ
ィ
ー
ン
、
メ
ル
ボ
ル
ン
に
次
ぐ
世
界

第
3
位
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
各
都

市
の
共
通
項
が
何
か
な
い
か
と
考
え
た
の

で
す
が
、
お
そ
ら
く
新
と
旧
が
「
ま
じ
り

あ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か

て
興
行
し
た
の
が
阿
弥
陀
池
、
和
光
寺
門

前
の
芝
居
で
し
た
。
当
時
は
阿
弥
陀
池
界

隈
が
最
先
端
の
ま
ち
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
っ
た
ら
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン

み
た
い
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
（
笑
）。

池
永　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。
道

頓
堀
で
芝
居
も
観
る
ん
で
す
け
ど
、
順
位

は
阿
弥
陀
池
の
方
が
上
で
す
。
江
戸
時
代

の
大
坂
は
、
日
本
一
の
観
光
都
市
で
し
た
。

た
と
え
ば
「
天
下
の
台
所
」
の
天
満
の
青

物
市
場
や
雑ざ

喉こ

場ば

の
魚
市
場
を
見
に
行
っ

た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
北
前
船
が
出
入
り
す

る
湊
、
大
丸
な
ど
の
呉
服
店
、
鴻こ

う
の

池い
け

と
か

三
井
と
か
の
大お

お

店だ
な

と
い
っ
た
大
坂
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
見
て
回
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、

で
も
や
っ
ぱ
り
人
気
は
人
形
浄
瑠
璃
と
日

本
一
美
味
し
い
と
い
わ
れ
た
大
坂
料
理
で

し
た
。
2
泊
3
日
で
大
坂
に
滞
在
し
、
楽

し
み
、
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
と
思
い
ま

す
。
京
都
や
奈
良
観
光
と
の
違
い
の
本
質

は
、
ま
さ
に
こ
の
芝
居
や
大
坂
料
理
と
い

う
体
験
で
す
。
そ
れ
は
、
U
S
J
や
キ

タ
・
ミ
ナ
ミ
を
周
遊
す
る
現
代
の
観
光
と

同
じ
文
脈
で
す
。

織
太
夫　

鴻
池
と
い
え
ば
当
主
は
素
人
浄

瑠
璃
を
や
っ
て
お
り
、
う
ち
の
初
代
鶴
澤

道
八
は
、
11
代
鴻
池
善
右
衛
門
の
お
抱
え

の
三
味
線
弾
き
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
昔
は

そ
う
い
う
交
流
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
。

池
永　

新
旧
だ
け
で
な
く
、
人
と
人
と
の

混
じ
り
あ
い
も
重
要
で
す
。
都
市
も
そ
う

で
す
け
ど
、
モ
ノ
づ
く
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
も

そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
新
旧
の
混
じ

り
あ
い
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
の

は
何
だ
ろ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
は

ま
さ
に
「
文
化
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
大
阪
の
文
化

の
中
核
と
も
い
え
る
文
楽
の
役
割
は
大
き

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
永　

私
は
大
学
で
「
大
阪
の
風
土
と
文

化
」
の
講
座
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
人
形

浄
瑠
璃
の
こ
と
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
学
生

の
感
想
文
に
「
私
は
織
太
夫
さ
ん
に
文
楽

を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
書
か
れ
て

い
た
の
で
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
織
太
夫

さ
ん
は
、
長
年
地
元
の
小
学
校
で
文
楽
を

教
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
?

織
太
夫　

授
業
で
の
「
子
ど
も
文
楽
」
は
、

今
年
で
18
年
目
に
な
り
ま
す
。
1
学
年
が

1
ク
ラ
ス
30
人
ほ
ど
の
少
人
数
で
、
ほ
と

ん
ど
が
黒
門
市
場
や
商
店
の
娘
息
子
た
ち
。

で
も
累
計
で
考
え
る
と
、
5
0
0
人
以

上
の
若
者
が
浄
瑠
璃
を
語
れ
て
、
三
味
線

も
弾
け
て
、
能
管
も
吹
け
て
、
太
鼓
も
叩

け
て
、
人
形
も
遣
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

奇
跡
的
な
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
文
楽
の

太
夫
だ
け
で
稼
い
で
い
る
人
間
は
19
人
、

あ
る
意
味
絶
滅
危
惧
種
で
す
。
今
は
「
文

楽
の
す
ゝ
め
計
画
」
と
い
う
の
を
や
っ
て

い
ま
す
。
大
阪
に
来
て
も
ら
う
た
め
の
展

示
会
を
し
た
り
、
義
太
夫
節
の
体
験
教
室

を
中
之
島
図
書
館
で
や
っ
た
り
。

こ
う
し
た
活
動
は
、
結
構
、
昔
か
ら
や

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
期
の
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
や
く

の
時
代
に
、
そ
れ
こ
そ
「
ル
ネ
ッ
セ
」

で
す
け
ど
、
仏
教
を
再
興
さ
せ
よ
う
と

頼
っ
た
先
が
人
形
浄
瑠
璃
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
た
と
え
ば
『
壺
坂
観
音
霊
験
記
』
は
、

盲
目
の
だ
ん
な
が
「
死
ぬ
」
と
言
っ
て
崖

か
ら
飛
び
降
り
、
奥
さ
ん
も
飛
び
降
り
て
、

普
通
だ
っ
た
ら
死
ぬ
と
こ
ろ
が
、
観
音
様

の
お
か
げ
で
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て

ふ
た
り
と
も
生
き
の
び
る
。
文
楽
で
は
普

通
あ
り
得
な
い
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
す
。

こ
れ
は
仏
教
に
も
う
一
度
光
を
当
て
る
た

め
に
人
形
浄
瑠
璃
が
使
わ
れ
た
と
い
う
証

拠
で
す
。

池
永　

私
は
、
元
禄
の
と
き
に
つ
く
ら
れ

た
太
夫
、
三
味
線
、
人
形
遣
い
の
「
三さ

ん

業ぎ
よ
う

一い
つ

体た
い

」
こ
そ
が
、
商
業
都
市
大
坂
な
ら
で

は
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

織
太
夫　

竹
本
義
太
夫
の
登
場
に
よ
っ
て
、

そ
れ
以
前
の
浄
瑠
璃
が
「
古
浄
瑠
璃
時

代
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
し
い

時
代
の
幕
開
け
を
迎
え
た
ん
で
す
。
浄
瑠

璃
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
ベ
ー

大
阪
に
文
楽
が
残
っ
て
い
る
の
は

必
然
性
が
あ
る
か
ら
？

新
旧
混
じ
り
あ
う
大
阪
は

今
も
昔
も
人
気
の
地
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シ
ッ
ク
は
あ
く
ま
で
上
方
で
す
。
発
祥
地

と
し
て
は
京
都
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
坂

に
移
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り

経
済
が
大
坂
に
来
た
か
ら
。
今
、
東
京
に

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
集
ま
る
の
も
経
済
が

東
京
に
移
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
?　

で

も
ど
ん
な
状
況
に
し
ろ
、
人
形
浄
瑠
璃
と

い
う
芸
能
が
大
阪
を
離
れ
な
か
っ
た
の
は
、

大
阪
で
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
か
ら
な

ん
で
す
。

池
永　

人
形
浄
瑠
璃
の
多
く
の
作
品
の
舞

台
が
大
坂
や
京
都
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

本
質
が
「
商
い
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
人
形
浄
瑠
璃
に
と
っ
て

大
坂
に
い
る
こ
と
の
必
然
性
が
あ
っ
た
わ

け
で
す
ね
。

織
太
夫　

演
目
や
こ
と
ば
、
訛
り
だ
け
で

な
く
、
楽
器
も
そ
う
で
す
。
三
味
線
は
日

本
の
楽
器
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

ル
ー
ツ
は
琉
球
の
三さ

ん

線し
ん

で
、
そ
の
元
は
中

世
ペ
ル
シ
ャ
の
楽
器
だ
そ
う
で
す
。
材
料

を
見
て
も
、
胴
は
花
梨
、
棹
は
紅こ

う

木き

で
イ

ン
ド
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
産
、
撥ば

ち

は
象
牙
、
駒

は
水
牛
の
角
、
糸
は
シ
ル
ク
で
す
。
ま
さ

に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
地
点
で
あ
る
大

坂
が
生
ん
だ
芸
能
と
い
え
ま
す
。

天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る
御
祝
儀

曲
の
『
寿

こ
と
ぶ
き

式し
き

三さ
ん

番ば

叟そ
う

』
に
し
て
も
、「
と

う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
、
た
ら
り
あ
が

り
ら
ら
り
と
う
、
ち
り
や
た
ら
り
た
ら
り

ら
、
た
ら
り
あ
が
り
ら
ら
り
と
う
」
と

…
…
何
を
言
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い

（
笑
）。
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
、

「
穀
物
は
輝
き
、
輝
き
て
」
だ
そ
う
で
、

穀
物
と
は
米
や
小
麦
で
、
収
穫
の
喜
び
を

「
悦
び
あ
り
や
、
悦
び
あ
り
や
」
と
舞
っ

て
い
る
の
で
す
。

池
永　

古
代
よ
り
、
遣
隋
使
・
遣
唐
使
の

み
な
ら
ず
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
り
、
世

界
最
先
端
の
大
陸
の
文
化
を
日
本
に
取
り

入
れ
、
日
本
的
に
翻
訳
・
編
集
し
て
き
ま

し
た
が
、
そ
の
方
法
論
は
江
戸
時
代
に
も

発
揮
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か

し
、
ど
う
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ま

ま
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
?

織
太
夫　

そ
れ
は
声し

よ
う

明み
よ
う

か
ら
き
て
い
る
の

で
、
や
は
り
仏
教
の
影
響
で
す
ね
。

ま
た
、
人
形
の
髪
の
毛
は
チ
ベ
ッ
ト
の

ヤ
ク
と
い
う
動
物
の
毛
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

輸
入
し
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当

時
、
唐か

ら

も
の
や
高こ

麗ま

も
の
と
い
っ
た
磁
器

や
陶
器
が
珍
重
さ
れ
て
お
り
、
船
で
そ
れ

ら
を
運
ぶ
際
に
ヤ
ク
の
毛
で
包
ん
で
い
た

ん
で
す
。
そ
れ
を
大
坂
は
、
上
手
に
再
利

用
し
た
と
い
う
わ
け
。
面
白
い
で
し
ょ

う
?

池
永　

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
地
点
で
あ

る
大
坂
で
、
世
界
の
「
技
術
」
が
日
本
的

な
も
の
と
融
合
し
た
形
が
、
現
代
の
文
楽

で
観
た
り
聴
い
た
り
で
き
る
の
は
と
て
も

興
味
深
い
で
す
ね
。

織
太
夫　

私
は
六
代
目
竹
本
織
太
夫
を
襲

名
し
た
際
に
『
摂せ

つ

州し
ゆ
う

合が
つ

邦ぽ
う
が

辻つ
じ

』
下
の
巻
の

切
「
合
邦
内
」
を
演
じ
ま
し
た
が
、
実
は

も
と
も
と
は
イ
ン
ド
の
王
子
様
の
物
語
な

の
で
す
。
物
語
の
中
で
「
俊し

ゆ
ん

徳と
く

丸ま
る

」
と
い

う
人
物
が
登
場
し
ま
す
が
、
本
来
は
「
信

徳
」
と
書
き
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
に
お
け

る
イ
ン
ド
の
尊
称
で
す
。
そ
し
て
「
丸
」

と
つ
く
と
、
た
と
え
ば
牛
若
丸
や
梵
天
丸

な
ど
は
武
家
の
子
が
幼
名
と
し
て
後
を
継

ぐ
べ
き
嫡
男
に
も
使
用
さ
れ
る
。
い
わ
ば

王
子
で
す
よ
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ン

ド
の
王
子
様
の
親
殺
し
で
あ
る
と
か
、
継

母
の
恋
で
あ
る
と
か
、
放
浪
で
あ
る
と
か
、

そ
れ
ら
を
編
集
し
、
大
坂
版
の
物
語
に
変

え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

池
永　

日
本
と
い
う
「
内
」
と
世
界
と
い

う
「
外
」
と
を
融
合
す
る
編
集
力
は
す
さ

ま
じ
い
で
す
ね
。
江
戸
時
代
は
鎖
国
し
て

い
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で

は
な
く
、
む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代

だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
ね
。

織
太
夫　

あ
る
意
味
、
今
日
の
ハ
リ
ウ
ッ

ド
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

海
外
か
ら
大
坂
に
入
っ
て
き
た
も
の
を
大

坂
人
用
に
全
部
つ
く
り
直
し
た
。

池
永　

全
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
す

か
?

織
太
夫　

そ
う
で
す
。
大
坂
人
の
編
集
力

に
は
驚
き
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
こ

大
坂
人
の
編
集
力
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池
永
寛
明

い
け
な
が
・
ひ
ろ
あ
き

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研

究
所
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
。

竹
本
織
太
夫

た
け
も
と
・
お
り
た
ゆ
う

1
9
7
5
年
、
大
阪
府
・
心
斎
橋
生

ま
れ
。
2
0
1
8
年
に
豊
竹
咲
甫
太

夫
改
め
六
代
目
竹
本
織
太
夫
を
襲
名
。

祖
父
は
文
楽
三
味
線
の
二
代
目
鶴
澤

道
八
、
伯
父
は
鶴
澤
清
治
、
実
弟
は
鶴
澤
清
馗
。
N
H
K
Ｅ

テ
レ
の
『
に
ほ
ん
ご
で
あ
そ
ぼ
』
に
レ
ギ
ュ
ラ
ー
出
演
す
る

な
ど
、
文
楽
の
魅
力
を
幅
広
く
発
信
す
る
。
11
年
、
第
28
回

咲
く
や
こ
の
花
賞
、
13
年
、
第
34
回
松
尾
芸
能
賞
新
人
賞
、

平
成
25
年
度
大
阪
文
化
祭
賞
グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
。

と
を
ち
ゃ
ん
と
語
り
聞
か
せ
る
人
が
出
て

こ
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
代

は
語
り
の
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
テ
レ
ビ

が
面
白
く
な
く
な
っ
て
、
4
K
す
ら
ま

だ
み
ん
な
持
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
つ
つ
あ
る
。
以
前
、

対
談
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
松
岡
正
剛
さ
ん

が
、
ス
マ
ホ
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、

ス
マ
ホ
に
よ
っ
て
弱
く
な
る
時
間
軸
と
地

理
軸
を
取
り
戻
す
こ
と
が
重
要
だ
と
話
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

織
太
夫　

時
間
軸
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
?

池
永　

先
ほ
ど
の
編
集
の
お
話
だ
と
思
い

ま
す
。
大
阪
の
人
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で

の
一
気
通
貫
の
歴
史
、
同
じ
場
所
に
幾
重

も
積
層
さ
れ
た
物
事
を
混
じ
り
あ
わ
せ
な

が
ら
、
現
代
的
視
点
で
組
み
換
え
、
編
集

で
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
『
摂

州
合
邦
辻
』
と
い
っ
た
題
目
も
理
解
で
き

る
。
演
じ
る
人
、
観
客
の
双
方
に
編
集
能

力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
そ
れ
が
か
な

り
薄
れ
て
い
て
、
瞬
間
瞬
間
の
も
の
し
か

分
か
ら
な
く
な
り
、
全
体
が
つ
な
が
っ
て

こ
な
い
。

織
太
夫　

だ
か
ら
編
集
能
力
に
長
け
た
人

が
重
要
視
さ
れ
る
時
代
な
ん
で
す
ね
。
今
、

感
度
の
高
い
人
、
携
帯
だ
っ
た
ら
ア
ン
テ

ナ
が
4
本
、
5
本
立
っ
て
い
る
よ
う
な
人

た
ち
は
、
す
ぐ
東
京
へ
行
っ
て
し
ま
い
、

大
阪
に
あ
ん
ま
り
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ

は
や
っ
ぱ
り
経
済
が
大
事
だ
か
ら
な
の
で

し
ょ
う
け
ど
。

平
賀
源
内
の
こ
と
を
ご
存
知
で
す
よ
ね
。

エ
レ
キ
テ
ル
で
有
名
で
す
が
、
彼
は
広
告

業
界
だ
っ
た
ら
日
本
初
の
コ
ピ
ー
ラ
イ

タ
ー
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
土
用
の

丑
の
日
」
と
か
つ
く
っ
て
い
る
。
だ
け
ど

際
、
分
限
な
ど
と
使
わ
れ
、
自
分
が
な
す

べ
き
役
割
を
意
味
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

が
織
太
夫
さ
ん
の
「
分
」
で
す
ね
。

織
太
夫　

そ
う
で
す
。
1
0
0
年
前
の

華
や
か
な
り
し
大
大
阪
時
代
の
、
文
楽
黄

金
時
代
再
興
に
向
け
、
種
を
植
え
、
毎
日

毎
日
水
を
あ
げ
、
肥
料
を
や
り
、
私
が
亡

く
な
る
頃
に
は
、
う
ち
の
子
ど
も
た
ち
や

ま
だ
見
ぬ
孫
た
ち
や
、
後
輩
た
ち
が
「
あ

の
人
が
い
た
か
ら
今
の
文
楽
が
あ
る
」
と
、

そ
う
言
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
。

池
永　

先
ほ
ど
か
ら
お
話
を
聞
い
て
い
て
、

つ
く
づ
く
思
っ
た
こ
と
は
、
文
楽
は
A

と
B
を
引
っ
付
け
て
C
を
生
み
出
す
力

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か

ら
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
観
て
も
、
江
戸

時
代
の
物
語
が
腹
落
ち
し
ま
す
。
商
い
の

原
理
原
則
や
人
間
関
係
や
義
理
、
お
も
て

な
し
と
い
っ
た
大
阪
ス
タ
イ
ル
の
本
質
を
、

文
楽
を
通
し
て
学
び
、
大
阪
人
と
し
て
の

五
感
を
磨
く
教
材
と
し
て
も
観
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
だ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
必
見

必
聴
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

織
太
夫　

岡
倉
天
心
が
「
芸
術
こ
そ
が
政

治
や
経
済
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
芸
術
と
職
人
の
技
芸
を
分
け
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
文
楽
の
太
夫
・
三
味
線
・
人
形

は
技
芸
員
と
呼
ば
れ
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に

技
芸
の
人
で
あ
り
、
芸
術
家
で
も
あ
る
と
。

そ
し
て
、
大
阪
に
お
け
る
芸
術
と
い
う
の

は
人
形
浄
瑠
璃
な
ん
で
す
ね
。
文
楽
こ
そ

が
大
阪
の
経
済
と
文
化
。
大
阪
の
ま
ち
づ

く
り
の
将
来
に
も
つ
な
が
る
ん
で
す
。

私
の
長
年
の
知
り
合
い
の
話
で
す
が
、

ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
在

学
中
、
先
生
に
「
君
は
日
本
人
な
の
に
文

楽
を
観
た
こ
と
が
な
い
の
か
?　

文
楽

と
い
う
の
は
世
界
で
一
番
の
芸
能
だ
。
こ

ん
な
素
晴
ら
し
い
も
の
は
な
い
」
と
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
文
楽
が
右
肩
下
が

り
を
始
め
た
の
は
、
保
存
や
承
継
だ
け
を

目
的
と
し
、
思
い
切
っ
た
革
新
的
な
も
の

を
つ
く
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
で

す
か
?　

だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
実
験

が
あ
っ
て
い
い
ん
で
す
よ
。

池
永　

文
化
の
語
源
は
耕
す
・
栽
培
す

る
・
磨
く
（cultivate

）
こ
と
で
あ
り
、

繰
り
返
す
こ
と
に
本
質
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、

新
た
な
こ
と
を
加
え
て
、
進
化
・
洗
練
し

続
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
織
太
夫
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の

目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
文
楽
再
興
に

向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
て

い
か
れ
ま
す
か
?

織
太
夫　

ま
ず
は
太
夫
の
数
を
倍
増
さ
せ

た
い
で
す
ね
。
特
に
大
阪
、
上
方
・
関
西

の
出
身
者
を
増
や
し
た
い
で
す
。
何
を
や

る
に
も
太
夫
が
い
な
い
と
始
ま
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
広
く
多
く
の
人

に
文
楽
と
い
う
素
晴
ら
し
い
芸
能
に
ふ
れ

て
も
ら
い
、
一
生
の
仕
事
に
し
て
も
ら
え

る
よ
う
に
、
私
自
身
が
素
晴
ら
し
い
舞
台

を
務
め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

池
永　

次
世
代
に
ど
う
承
継
し
て
い
か
れ

ま
す
か
?

織
太
夫　

あ
る
方
に
子
ど
も
向
け
の
新
作

を
書
い
て
い
た
だ
き
、
今
曲
を
つ
け
て
い

ま
す
。
文
楽
版
の『
ト
イ
・
ス
ト
ー
リ
ー
』

で
す
ね
。
そ
れ
を
ま
だ
文
楽
を
観
劇
し
た

こ
と
の
な
い
子
ど
も
た
ち
に
見
せ
よ
う
と

企
て
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、

「
文
楽
公
演
の
終
演
後
の
舞
台
裏
で
人
形
た

ち
が
自
分
た
ち
の
意
志
を
持
っ
て
動
き
出

す
話
で
す
」
と
言
わ
れ
て
も
分
か
り
に
く

い
け
ど
、「
文
楽
版
の『
ト
イ
・
ス
ト
ー

リ
ー
』
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
文
楽

フ
ァ
ン
お
馴
染
み
の
人
形
や
詞
章
も
出
て

き
て
、
大
人
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
観
に
行
こ
う

か
な
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
か
ら
、
文
楽
は
い
わ
ゆ
る
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
の
頂
点
で
、
昔
は
女
流
義
太
夫
か

ら
、
だ
ん
な
衆
や
素
人
の
愛
好
家
、
そ
れ

か
ら
小
・
中
学
生
の
子
ど
も
た
ち
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
稽
古
に
励
ん
で
い
た
ん
で
す

よ
ね
。
リ
ト
ル
リ
ー
グ
や
シ
ニ
ア
リ
ー
グ
、

草
野
球
や
ノ
ン
プ
ロ
と
い
っ
た
野
球
の
よ

う
に
。
そ
う
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
再
構
築

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
阪
の
ま
ち
は
変

わ
る
ん
で
す
。
も
と
も
と
文
楽
の
ま
ち
、

浄
瑠
璃
の
ま
ち
だ
っ
た
ん
で
す
か
ら
。

池
永　

文
楽
は
、
大
阪
と
い
う
ま
ち
、
大

阪
人
を
表
す
原
風
景
で
あ
り
、
大
阪
ス
タ

イ
ル
の
本
質
を
体
現
し
て
い
ま
す
。
文
化

を
承
継
す
る
の
は
ひ
と
り
の
天
才
的
な
ク

リ
エ
ー
タ
ー
だ
け
で
は
だ
め
で
、
そ
れ
を

理
解
し
、
支
持
す
る
人
々
が
必
要
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
文
化
は
都
市
・
地
域
戦

略
で
す
。

織
太
夫　

私
の
大
師
匠
（
豊と

よ

竹た
け

山や
ま

城し
ろ
の

少し
よ
う

掾じ
よ
う）

も
「
石
に
か
じ
り
つ
い
て
で
も
大
阪
を
出

て
は
い
け
な
い
」
と
、
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
文
楽
協
会
を
東
京
に
、
と
い
う
話
も

あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
お
話
し
し
た
よ
う

な
文
楽
の
歴
史
を
考
え
ま
し
て
、
や
は
り

大
師
匠
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
大
阪
の

土
地
を
離
れ
て
は
い
け
な
い
と
私
は
思
い

ま
し
た
。
そ
の
気
持
ち
を
大
阪
の
人
た
ち

に
ひ
と
り
で
も
共
有
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

文
楽
を
長
く
愛
し
て
い
た
だ
け
る
と
確
信

し
て
い
ま
す
。

文
楽
再
興
で
大
阪
を
再
起
動

ず
、
さ
ら
に
8
K
と
か
言
わ
れ
て
も
興

味
が
も
て
ま
せ
ん
よ
ね
。
逆
に
今
、
地
下

鉄
な
ん
か
に
乗
っ
て
い
る
と
ラ
ジ
コ
（
ス

マ
ホ
で
ラ
ジ
オ
が
聴
け
る
ア
プ
リ
）
の
広
告

だ
ら
け
で
、
実
際
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
ラ

ジ
コ
を
聴
い
て
い
る
人
が
い
る
わ
け
で
す

よ
。
こ
れ
か
ら
は
ラ
ジ
オ
の
時
代
。
語
り

聞
か
せ
る
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
き
て
い

る
ん
で
す
。「
プ
ロ
野
球
で
ス
タ
ー
が
出

な
く
な
っ
た
の
は
、
ラ
ジ
オ
の
中
継
が
な

く
な
っ
た
か
ら
だ
」
と
誰
か
が
言
っ
て
ま

し
た
け
ど
、
要
す
る
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
、
想
像
力
を
働
か
せ
る
っ
て
い
う
こ
と

が
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
タ
ク
シ
ー
に

乗
っ
て
い
て
ラ
ジ
オ
で
相
撲
中
継
を
や
っ

て
い
て
も
、
う
ま
い
人
が
し
ゃ
べ
っ
た
ら

生
で
見
て
い
る
よ
り
よ
っ
ぽ
ど
頭
に
入
っ

て
く
る
。
ち
な
み
に
文
楽
も
、
今
は
「
観

る
」
で
す
が
、
昔
は
「
聴
く
」
と
言
わ
れ

て
い
た
ん
で
す
。

池
永　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
想
像
力
は
大
事

で
す
よ
ね
。
災
害
の
と
き
も
ラ
ジ
オ
が
一

番
頼
れ
る
存
在
で
す
。

織
太
夫　

災
害
の
と
き
に
4
K
、
8
K

は
い
ら
な
い
。
情
報
を
き
っ
ち
り
正
確
に

語
れ
る
人
が
必
要
で
す
。
ス
マ
ホ
の
普
及

で
多
く
の
モ
ノ
が
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

ラ
ジ
オ
は
復
活
し
て
い
ま
す
。

池
永　

今
、
ス
マ
ホ
な
ど
の
情
報
革
命
に

よ
っ
て
、
生
活
、
人
間
関
係
、
教
育
、
仕

事
の
進
め
方
な
ど
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し

た
。
と
り
わ
け
、
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
し
か
見
え
ず
、
プ
ロ
セ
ス
が
ブ

一
番
社
会
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
浄
瑠

璃
作
者
「
福ふ

く

内ち

鬼き

外が
い

」
と
し
て
な
ん
で
す

よ
。
彼
の
初
作
『
神し

ん

霊れ
い

矢や

口ぐ
ち
の

渡わ
た
し

』
は
、
江

戸
で
初
演
さ
れ
た
浄
瑠
璃
本
の
な
か
で
最

も
良
く
売
れ
た
作
品
で
し
た
。
ア
ン
テ
ナ

が
4
本
、
5
本
立
っ
て
い
る
、
こ
う
し
た

人
を
東
京
に
流
出
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。

池
永　

幕
末
の
大
坂
に
は
、
博
覧
強
記
で

有
名
な
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

以
外
に
、
暁

あ
か
つ
き

鐘か
ね

成な
り

と
い
う
人
も
い
た
ん
で
す
。
商
人
で
あ
り
、

浮
世
絵
師
で
あ
り
、
劇
作
者
や
コ
ピ
ー
ラ

イ
タ
ー
で
も
あ
り
。
彼
の
ア
ン
テ
ナ
、
情

報
収
集
能
力
は
凄
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
編
集
し
て
つ
く
る
能
力
、
ス
ピ
ー

デ
ィ
ー
に
つ
く
る
能
力
も
高
か
っ
た
。
大

坂
に
は
そ
う
い
う
土
壌
が
あ
っ
た
。

織
太
夫　

大
阪
で
生
ま
れ
て
大
阪
で
育
て

ら
れ
た
私
に
と
っ
て
、
大
阪
へ
の
恩
返
し

は
浄
瑠
璃
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

文
楽
の
再
興
と
い
う
意
味
で
も
、
大
阪
に

多
様
な
人
が
数
多
く
来
る
こ
と
は
チ
ャ
ン

ス
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
。
今
年
の
G
20

大
阪
サ
ミ
ッ
ト
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド

カ
ッ
プ
、
そ
の
先
の
万
博
も
そ
う
で
す
ね
。

大
阪
に
住
ん
で
い
る
人
だ
け
で
は
な
く
、

大
阪
に
来
る
世
界
中
の
人
た
ち
が
、
文
楽

を
さ
ら
に
成
熟
さ
せ
て
く
れ
る
と
思
い
ま

す
。
新
し
い
力
や
才
能
が
、
新
し
い
文
楽

を
つ
く
る
と
信
じ
て
い
ま
す
し
、
私
も
そ

の
た
め
の
努
力
を
続
け
て
い
か
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。

池
永　

ま
さ
に
「
分
」
で
す
ね
。「
分
」

と
は
、
自
分
、
分
別
、
本
分
、
存
分
、
分
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大阪ミナミの千日前、昨今外国人に
人気の黒門市場がある筋の手前に、

「味園ユニバース」（写真上）の建物
がある。1956年に建てられ、かつ
ては「ユニバース」（写真左）という
昭和モダンなキャバレーなども入っ
た歓楽施設だったが、現在は、新た
な世代が集うライブやアートイベント
も開催され、カルチャーを育む場と
して活用されている。

何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の

ベ
ー
ス
と
な
る
大
阪
と
い
う
場
の
魅
力
や
ア
ー
ト
&
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
た
。

大
阪
ミ
ナ
ミ
、
千
日
前
繁
華
街
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
ひ

2
0
1
5
年
5
月
、
開
創
1
2
0
0
年
に
沸
く
真
言

密
教
の
聖
地
高
野
山
で
、「
高
野
山
1
2
0
0
年
の
光

―
―
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
と
題
し
た
声し

よ
う

明み
よ
う

と
映
像
、
光

の
共
演
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、
話
題
と
な
っ
た
こ

と
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

今
号
の
表
紙
を
飾
っ
て
い
る
が
、
そ
の
イ
ベ
ン
ト
の
舞

台
は
高
野
山
壇
上
伽
藍
内
大
塔
。
こ
の
地
に
道
場
を
開
い

た
開
祖
弘
法
大
師
空
海
が
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
建
立
し
た
こ

と
か
ら
「
根
本
大
塔
」
と
も
呼
ば
れ
る
仏
塔
で
あ
る
。

イ
ベ
ン
ト
は
日
没
よ
り
開
始
し
た
。
そ
の
姿
を
闇
に
沈

め
て
い
た
大
塔
を
レ
ー
ザ
ー
光
線
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

僧
侶
衆
に
よ
る
声
明
が
厳
か
に
響
き
始
め
る
。
天
空
か
ら

舞
い
降
り
て
き
た
か
の
よ
う
な
、
美
し
い
光
の
散
華
に
始

ま
り
、
蓮
華
、
曼
荼
羅
…
…
次
々
と
塔
に
映
し
出
さ
れ
る

映
像
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
力
強
さ
を
増
す
声
明
や
和

太
鼓
の
響
き
が
空
間
を
震
わ
せ
る
な
か
、
大
き
く
本
尊
大

日
如
来
が
映
し
出
さ
れ
た
瞬
間
、
会
場
を
埋
め
尽
く
し
て

い
た
観
衆
か
ら
ど
よ
め
き
と
大
き
な
拍
手
が
起
こ
っ
た
。

そ
こ
に
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ

ピ
ン
グ
と
い
う
現
代
手
法
で
歴
史
的
建
造
物
を
彩
っ
た
映

像
美
へ
の
単
純
な
賛
辞
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
声
明
と
い
う

伝
統
文
化
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
生
ま

れ
た
、
新
し
い
祝
祭
空
間
に
対
す
る
深
い
感
銘
で
あ
る
。

本
誌
が
提
起
す
る
、「
ル
ネ
ッ
セ
」
実
践
の
好
例
と
も

い
え
る
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
担
当

し
た
の
は
、
大
阪
を
拠
点
と
す
る
ミ
ッ
ク
ス
メ
デ
ィ
ア
・

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
「
C
O
S
M
I
C 

L
A
B
（
コ
ズ
ミ
ッ

ク
・
ラ
ブ
）」。

「
ア
ー
ト
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
結
び
つ
け
、 

デ
ジ
タ
ル
シ
ス

テ
ム
ま
で
を
作
品
に
昇
華
し
た
未
知
な
る
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
&

オ
ー
デ
ィ
オ
の
体
験
を
探
求
す
る
実
験
室
」
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
の
も
と
国
内
外
を
舞
台
に
活
躍
す
る
C
O
S
M
I
C 

L
A
B
が
、
高
野
山
と
出
合
っ
た
こ
と
で
見
え
た
も
の
は

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
つ
な
ぐ
伝
統
文
化

と
つ
で
あ
る
味み

園そ
の

ユ
ニ
バ
ー
ス
ビ
ル
。
近
年
公
開
さ
れ
た

映
画
『
味
園
ユ
ニ
バ
ー
ス
』
の
舞
台
と
も
な
っ
た
、
極
彩

色
の
ネ
オ
ン
が
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
複
合
商
業
ビ
ル
の
中

に
、
C
O
S
M
I
C 

L
A
B
は
あ
る
。

現
在
は
外
国
人
メ
ン
バ
ー
ふ
た
り
を
含
む
5
人
の
チ
ー

ム
で
活
動
す
る
が
、
仕
事
に
合
わ
せ
て
外
部
ス
タ
ッ
フ
と

組
み
な
が
ら
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
ス
タ
イ
ル
で
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
。

高
野
山
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
振
り
返
り
、「
伝
統
や

文
化
と
は
『
古
い
も
の
』
で
は
な
く
、『
未
来
へ
と
続
い

て
い
る
も
の
』
で
、
そ
こ
に
対
し
て
コ
ミ
ッ
ト
で
き
た
、

そ
の
続
き
が
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
」
と
話

す
の
は
、
代
表
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
り
、

ColoM
iuller

名
義
で
V
J
（
ビ
デ
オ
ジ
ョ
ッ
キ
ー
）
と
し

て
も
活
動
す
る
三
浦
泰
理
氏
。

開
創
1
2
0
0
年
と
い
う
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
イ
ヤ
ー

に
、
声
明
を
も
と
に
し
て
50
年
は
語
り
継
が
れ
る
よ
う
な

こ
と
を
し
た
い
―
―
。
き
っ
か
け
は
、
高
野
山
真
言
宗
兵

庫
県
青
年
教
師
会
の
僧
侶
か
ら
の
そ
の
よ
う
な
要
望
で

あ
っ
た
と
い
う
。

仏
教
儀
式
で
用
い
ら
れ
る
声
明
は
、
イ
ン
ド
に
始
ま
り

中
国
を
経
て
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
わ
が
国

へ
も
た
ら
さ
れ
た
「
声
の
音
楽
」
で
あ
る
。
謡
曲
や
浄
瑠

璃
な
ど
の
邦
楽
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
か
ら
日
本
音
楽
の

ル
ー
ツ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

1
2
0
0
年
近
く
に
わ
た
り
連
綿
と
伝
え
ら
れ
て
き

た
伝
統
的
な
声
明
と
、
最
先
端
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン

マ
ッ
ピ
ン
グ
―
―
か
つ
て
な
い
組
み
合
わ
せ
の
イ
ベ
ン
ト

開
催
に
難
色
を
示
さ
れ
る
向
き
は
な
か
っ
た
か
と
問
う
と
、

「
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
企
画
段

階
で
は
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
な
風
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
」
と
笑

う
。
し
か
し
青
年
教
師
会
な
ど
の
熱
心
な
働
き
か
け
も

あ
っ
て
、
実
現
の
運
び
と
な
っ
た
。

異
色
の
「
お
題
」
の
世
界
観
を
ど
う
い
う
演
出
で
表
現

で
き
る
の
か
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
前
に
奈
良
の
明
日
香
村
で

石
舞
台
古
墳
な
ど
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
た

経
験
が
生
き
た
そ
う
で
あ
る
。
明
日
香
村
の
石
の
文
化
は
、

渡
来
人
の
影
響
を
受
け
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
単
一
民

族
だ
と
思
っ
て
い
た
日
本
人
が
、
実
は
色
々
な
も
の
を
混

ぜ
あ
わ
す
〝
マ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
〟
を
得
意
と
す
る
国
際
的

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
提
起
し
て
き
た
「
ル
ネ
ッ
セ（
再
起
動
）」。

こ
こ
で
は
そ
の
実
践
例
と
も
な
る
大
阪
発
の
ア
ー
ト
集
団
の
仕
事
を
紹
介
す
る
。

伝
統
文
化
に
ア
ー
ト
＆
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
表
現
を
融
合
し
、

過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
創
造
し
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の
手
法
、

ま
た
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
未
来
と
は
―
―
。

代
表
の
三
浦
泰や

す

理み
ち

氏
を
は
じ
め
、
国
際
色
豊
か
な
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

加藤しのぶ＝構成　宮村政徳＝撮影

ア
ー
ト
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
つ
な
ぐ

過
去
と
未
来
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独自に開発したオーディオヴィジュアルデバイス「Quasar（クエーザー）」は、キャップ状の
装置一つひとつに、たとえば太鼓の音色と盆踊りをする踊り手の映像が組み込まれている。
この色々な種類のキャップを、円形のテーブル上に自在に配置し読み込ませると、PC上や
連動するスクリーンに、その複数のリズムと踊り手の映像が絶妙にマッチングし映し出される。

奈良の明日香村にある石舞台古墳では、その名前の由来となった逸話をもとにしたライブ感
溢れる映像演出と、ヴァイオリニストが奏でる埋葬者へのレクイエムで、観客を超時空の旅
へと誘った。

2015年5月に開催された「高野山1200年の光――南無大師遍照金剛」。歴史ある大塔に、新たなプロジェクションマッピ
ングの技術で本尊大日如来などが幻想的に映し出される。時空を超えた一体感を生む祝祭空間は観客を魅了した。

な
民
族
で
あ
っ
た
と
知
っ
た
。
現
代
的
な
感
覚
で
見
え
て

く
る
新
た
な
発
見
を
前
提
と
し
た
観
点
か
ら
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
重
ね
、
1
年
余
の
準
備
期
間
を

か
け
本
番
を
迎
え
た
。
当
日
の
模
様
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。

「
実
際
に
や
っ
て
み
て
、
今
回
の
イ
ベ
ン
ト
は
〝
場
面
づ

く
り
〟
だ
と
思
い
ま
し
た
。
声
明
と
マ
ッ
ピ
ン
グ
が
融
合

盤
上
に
キ
ャ
ッ
プ
を
置
く
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
操
作
な
が

ら
、
そ
の
配
置
の
妙
で
映
像
と
音
楽
が
多
彩
に
変
化
し
、

生
命
の
誕
生
と
進
化
し
て
い
く
さ
ま
を
表
現
す
る
。
共
通

言
語
を
も
た
な
く
と
も
感
覚
で
そ
の
場
に
い
る
人
間
に
訴

え
か
け
る
、
熱
量
の
感
じ
ら
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ

り
、
海
外
で
の
反
応
は
非
常
に
大
き
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

海
外
で
も
高
い
評
価
を
受
け
る
C
O
S
M
I
C 

L
A
B
の
こ
う
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

源
泉
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
ひ
も
と
く
ふ
た
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、【「
バ
ー

ニ
ン
グ
マ
ン
」
発
、
大
阪
「
味
園
ユ
ニ
バ
ー
ス
ビ
ル
」

経
由
の
ア
ー
ト
パ
ー
テ
ィ
ー
「FLO

W
ER

 O
F LIFE

」

を
そ
の
起
源
に
持
つ
】
と
い
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
紹
介
文

の
中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
目
は
「
バ
ー
ニ
ン
グ
マ
ン
」。
バ
ー
ニ
ン
グ
マ

ン
と
は
、
ア
メ
リ
カ
北
西
部
・
ネ
バ
ダ
州
の
荒
野
で
1
年

に
1
度
開
催
さ
れ
、「
奇
祭
」「
ア
ー
ト
で
原
始
的
な
共
同

生
活
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
の
名
称
だ
。
何
も
な

い
荒
野
に
新
た
な
ま
ち
を
つ
く
り
、
数
万
人
に
及
ぶ
参
加

者
が
約
1
週
間
生
活
を
共
に
し
、
最
後
は
す
べ
て
を
燃
や

し
て
無
に
帰
し
て
終
え
る
と
い
う
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
、
三

浦
氏
と
学
生
時
代
の
同
級
生
で
も
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
高た

か

良ら

和
泉
氏
の
ふ
た
り
は
20
代
の
頃
よ
り

参
加
し
、
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。

次
に
「
味
園
ユ
ニ
バ
ー
ス
ビ
ル
（
正
式
名
称
は
「
味
園
ビ

ル
」）」。
先
ほ
ど
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
現
在
の
活
動
拠
点

C
O
S
M
I
C 

L
A
B
が
近
年
開
発
し
た
の
が
、
オ
ー

デ
ィ
オ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
デ
バ
イ
ス
「
Q
u
a
s
a
r
（
ク

エ
ー
ザ
ー
）」
だ
。
こ
れ
は
、
動
画
素
材
を
収
め
た
キ
ャ
ッ

プ
を
円
盤
上
に
自
在
に
配
置
し
な
が
ら
、「
映
像
」
と

「
音
」
を
同
時
に
奏
で
ら
れ
る
次
世
代
ラ
イ
ブ
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
。
Q
u
a
s
a
r
を
使
っ
た
作
品
の
ひ
と
つ
が

「C
elebrate O

ur C
reative R

oots

」。「Future &

 

R
oots

」
を
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
つ
本
作
品
で
は
、
日
本

古
来
の
盆
踊
り
の
映
像
と
シ
カ
ゴ
発
の
現
代
ダ
ン
ス

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
さ
せ
て
、
過
去
か
ら

未
来
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
流
れ
を
表
現
し
て
い
る
。

言
葉
で
は
分
か
り
辛
い
が
、
実
際
に
目
の
前
で
操
作
し

て
も
ら
う
と
、
ま
さ
に
「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」。
円

す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
全
く
日
常
に
な

か
っ
た
空
間
が
で
き
あ
が
り
、
高
野
山

と
シ
ン
ク
ロ
し
た
か
な
と
感
じ
ま
し
た
。

事
実
、
声
明
や
真
言
は
場
面
を
想
起
さ

せ
る
も
の
で
、
目
に
見
え
る
現
実
の
レ

イ
ヤ
ー
（
側
面
）
と
は
別
の
レ
イ
ヤ
ー

を
複
合
さ
せ
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま

す
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
の

認
識
が
変
容
す
る
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ

テ
ィ
に
近
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。
そ

う
い
っ
た
点
で
も
、
我
々
が
手
掛
け
る

マ
ッ
ピ
ン
グ
と
い
う
手
法
と
親
和
性
は

高
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
語
る
三
浦

氏
に
と
っ
て
特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

幅
広
い
年
齢
層
に
わ
た
る
観
客
の
反
応

で
あ
る
。
信
仰
篤
い
高
齢
者
層
か
ら
、

デ
ィ
ズ
ニ
ー
や
U
S
J
な
ど
で
マ
ッ

ピ
ン
グ
に
も
馴
染
ん
だ
若
者
層
ま
で
、

表
層
的
反
応
は
十
色
で
あ
っ
て
も
、
あ

る
種
の
一
体
感
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら

れ
て
い
る
姿
に
「
普
段
絶
対
に
共
通
項

が
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
人
々
が
、

見
て
い
る
側
面
は
違
う
の
だ
け
れ
ど
、

そ
の
先
に
あ
る
も
の
が
重
な
っ
て
、
こ

こ
ま
で
共
有
で
き
る
感
覚
を
広
げ
ら
れ

る
の
か
と
感
じ
ま
し
た
」
と
話
す
。

い
で
し
ょ
う
か
」
と
評
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
以
前
、
本

誌
1
1
7
号
巻
頭
対
談
で
、
空
海
に
よ
る
「
日
本
的
翻

訳
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
融
合

さ
せ
て
声
明
を
現
在
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
せ
た
今
回
の
イ

ベ
ン
ト
に
対
す
る
高
野
山
の
柔
軟
な
受
容
姿
勢
に
は
、
開

祖
の
精
神
が
今
に
根
付
い
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
か
。

三
浦
氏
は
高
野
山
の
経
験
を
通
し
て
、
ほ
か
に
も
色
々

な
気
付
き
を
得
た
と
い
う
。

「
こ
ん
な
に
深
い
世
界
と
、
現
代
の
新
し
い
ア
ー
ト
や
音

楽
、
そ
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
や
は
り
地
続
き
な
の
だ
、

と
。
実
は
、
高
野
山
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
ず
っ
と

前
か
ら
、
自
然
の
な
か
に
音
楽
、
ア
ー
ト
を
も
ち
込
ん
だ

イ
ベ
ン
ト
に
携
わ
る
先
々
で
、
山
伏
や
修
験
道
が
担
っ
て

い
た
精
神
性
が
地
域
の
風
土
と
し
て
根
付
い
て
い
た
こ
と

に
感
づ
い
て
い
ま
し
た
。
勿
論
そ
こ
に
は
「
弘
法
大
師
空

海
」
の
足
取
り
も
多
分
に
含
ま
れ
て
お
り
、
以
来
、
空
海

の
存
在
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
誤
解
を
恐
れ

ず
に
い
う
と
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト

し
て
、
新
た
な
視
座
を
獲
得
し
還
元
す
る
と
い
う
、
あ
る

種
の
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
源
泉
の
よ
う
な
精
神
性

を
、
古
代
の
日
本
に
感
じ
取
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た

感
覚
は
日
本
に
は
な
く
、
海
外
か
ら
の
逆
輸
入
で
し
か
な

い
と
思
っ
て
い
た
僕
に
と
っ
て
、
実
は
日
本
の
山
伏
に
そ

れ
に
近
い
感
性
が
あ
っ
た
と
知
っ
た
の
は
発
見
で
し
た
。

山
伏
は
里
と
山
を
往
来
し
て
、
修
行
で
得
た
知
見
を
伝
え
、

人
々
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
た
の
で
す
。

『
文
化
は
人
が
つ
な
ぐ
も
の
』。
機
会
が
あ
れ
ば
、
今
後
、

文
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
山
伏
の
魅
力
に
も

迫
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
」

日
本
文
化
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
開
眼
し
つ
つ
あ
る

大
阪
の
も
つ
「
グ
ロ
ー
カ
ル
」
な

バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
魅
力

約
1
週
間
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
は
評
判
を

呼
び
、
当
初
懐
疑
的
な
見
方
も
あ
っ
た
高
野
山
側
か
ら
、

「
真
言
密
教
の
聖
地
、
壇
上
伽
藍
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ

ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
上
演
は
次
世
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
方
法
と
し
て
、
宗
教
や
国
籍
の
違
い
、
信
仰
の
有
無
、

世
代
を
超
え
て
多
く
の
皆
様
の
心
に
真
言
密
教
の
世
界
、

深
淵
普
遍
の
宇
宙
観
の
片
鱗
を
お
伝
え
で
き
た
の
で
は
な

と
な
っ
て
い
る
ビ
ル
の
こ
と

で
あ
る
。
味
園
ユ
ニ
バ
ー
ス

ビ
ル
は
1
9
5
6
年
建
築
、

地
下
に
つ
く
ら
れ
た
キ
ャ
バ

レ
ー
「
ユ
ニ
バ
ー
ス
」
を
中

心
に
、
ス
ナ
ッ
ク
、
ダ
ン
ス

ホ
ー
ル
、
宴
会
場
な
ど
を
備

え
た
一
大
歓
楽
施
設
で
あ
る
。

高
度
成
長
期
の
好
景
気
に

乗
っ
て
繁
盛
し
、
80
年
代
ま

で
は
ミ
ナ
ミ
千
日
前
の
歓
楽

街
を
代
表
す
る
存
在
で
も

あ
っ
た
。
そ
の
前
衛
的
な
設

計
意
匠
は
当
初
か
ら
話
題
と

な
っ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の

『
L
I
F
E
』
誌
に
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

関
西
出
身
の
ふ
た
り
に

と
っ
て
、
こ
の
ビ
ル
の
存
在

は
子
ど
も
の
頃
か
ら
テ
レ
ビ
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毎年、アメリカ・ネバダ州の何もない荒野に、世界各国から人が集まる「バー
ニングマン」のイベント。一週間の間、自給自足のような生活を送りながら、
唯一「何か創造的なものを生み出す」ことに精を出す。最終日には象徴であ
るザ・マン（人形）を焼いて、無に還し何も残さない。
写真提供／ Reiji_Isoi

C
O
S
M
I
C 

L
A
B

コ
ズ
ミ
ッ
ク
・
ラ
ブ

V
J
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
三
浦
泰
理
氏
が
代

表
を
務
め
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
／
ク
リ
エ
イ
タ
ー

が
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
す
る
ミ
ッ
ク
ス
メ
デ
ィ
ア
・

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
。
ア
ー
ト
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

を
結
び
つ
け
、
デ
ジ
タ
ル
シ
ス
テ
ム
ま
で
を

作
品
に
昇
華
し
た
未
知
な
る
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
&
オ
ー
デ
ィ
オ
の
体
験
を

探
求
し
続
け
て
い
る
。
代
表
作
「
高
野
山
1
2
0
0
年
の
光
」
は
第
2
回

J
A
C
E
イ
ベ
ン
ト
ア
ワ
ー
ド
超
世
代
ア
ー
ト
賞
を
受
賞
。
2
0
1
7

年
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
・
ア
ス
タ
ナ
国
際
博
覧
会
に
お
い
て
、
日
本
館
の
特

別
コ
ン
テ
ン
ツ
を
手
掛
け
る
な
ど
、
幅
広
く
活
躍
す
る
。

球
体
空
間
で
、
祝
祭
的
な
映
像
表
現
に
挑
戦
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
」（
高
良
氏
）

「
大
阪
を
拠
点
に
し
つ
つ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
あ
っ
た

り
、
文
化
的
・
技
術
的
背
景
を
も
つ
人
々
と
チ
ー
ム
を
つ

く
っ
て
、
異
文
化
を
多
角
的
に
面
白
が
っ
て
再
定
義
す
る

よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
展
開
し
て
み
た
い
で
す
ね
。

〝
Q
u
a
s
a
r
〟
を
進
化
さ
せ
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
ト
の

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
上
で
、
世
界
中
の
お
祭
り
の
要
素
を
混
ぜ

あ
わ
せ
て
、
リ
ア
ル
と
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
の
境
界
が
な
く
な

る
よ
う
な
次
世
代
の
祝
祭
空
間
を
つ
く
り
出
し
て
み
た
い

で
す
。

そ
れ
か
ら
、
日
本
で
独
自
に
進
化
を
遂
げ
て
き
た
デ
コ

ト
ラ
ア
ー
ト
と
も
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
た
い
で
す
。

近
年
は
ハ
イ
ブ
ラ
ン
ド
の
広
告
に
起
用
さ
れ
て
い
た
り
、

漸
く
世
界
が
気
付
き
だ
し
た
リ
ア
ル
な
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ

ン
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
自
分
は
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン

ト
な
（
自
発
的
な
）
カ
ル
チ
ャ
ー
が
好
き
な
ん
で
す
。

あ
と
は
、
半
径
が
小
さ
く
と
も
、
好
き
な
こ
と
を
自
由

に
表
現
・
交
感
で
き
る
場
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活

性
化
を
目
指
し
た
い
で
す
。
カ
ル
チ
ャ
ー
、
ビ
ジ
ネ
ス
共

に
、
自
分
た
ち
の
原
点
は
そ
こ
な
の
で
」（
三
浦
氏
）

C
M
で
お
な
じ
み
の
も
の
だ
が
、
実
際
に
見
た
こ
と
は

な
か
っ
た
そ
う
だ
。
2
0
0
1
年
、
友
人
か
ら
「
今
、

味
園
ビ
ル
が
面
白
い
か
ら
、
こ
こ
で
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
を

や
っ
て
み
な
い
か
」
と
誘
わ
れ
た
と
き
も
、
記
憶
に
残
る

C
M
の
イ
メ
ー
ジ
と
ア
ー
ト
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
実
物
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
海
外
の
バ
ー
ニ

ン
グ
マ
ン
に
刺
激
さ
れ
て
い
た
ふ
た
り
は
「
日
本
に
も
こ

ん
な
場
所
が
あ
る
ん
だ
!
」
と
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た

と
い
う
。

な
か
で
も
圧
倒
さ
れ
た
の
は
、「
味
園
ユ
ニ
バ
ー
ス
ビ

ル
」
と
い
う
場
に
色
濃
く
漂
う
「
1
9
7
0
年
の
大
阪

万
博
の
頃
の
空
気
感
」
だ
。

「
僕
た
ち
は
万
博
開
催
の
と
き
に
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な

い
の
で
す
が
、
そ
の
当
時
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
感
覚
が
ま
だ

大
阪
に
は
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
大
阪
万
博
の
時
代
に
つ

く
ら
れ
た
も
の
に
は
、
外
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
独
特
の

お
わ
り
に

感
覚
が
あ
り
、
こ
の
ビ
ル
に
も
そ
う
い
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
日
本
で
は
『
こ
の
辺
で
止
め

て
お
か
な
あ
か
ん
か
な
』
と
い
う
壁
を
感
じ
て
い
た
の
で

す
が
、
そ
の
壁
を
と
っ
ぱ
ら
っ
た
、
バ
ー
ニ
ン
グ
マ
ン
の

よ
う
な
表
現
が
こ
こ
で
な
ら
可
能
か
な
、
と
い
う
印
象
を

受
け
ま
し
た
。
ア
ー
ト
や
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
部
分
は
自

発
的
に
出
て
く
る
も
の
な
の
で
、〝
余
地
〟
や
〝
隙
〟
が

必
要
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
サ
イ
ク
ル
を
重
ね
て

き
た
古
い
ビ
ル
を
舞
台
に
気
兼
ね
な
く
生
ま
れ
て
く
る
も

の
も
あ
る
か
な
、
と
」（
三
浦
氏
）

「
ビ
ル
内
に
空
中
ス
テ
ー
ジ
が
あ
っ
た
り
、
今
見
て
も
驚

く
ほ
ど
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
で
ス
ペ
イ
シ
ー
（
空
間
的
）
な

デ
ザ
イ
ン
の
内
装
に
、
そ
う
し
た
歴
史
の
残
り
香
を
感
じ

ま
し
た
。
僕
ら
が
来
た
と
き
は
時
代
に
取
り
残
さ
れ
、
訪

れ
る
人
も
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
逆
に
こ
の
ス
ペ
ー
ス

で
こ
そ
時
間
を
か
け
て
や
り
た
い
表
現
の
場
が
つ
く
れ
る

と
思
い
ま
し
た
」（
高
良
氏
）

以
後
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
20
年
近
く
、
こ
の
味
園
ユ

ニ
バ
ー
ス
を
拠
点
に
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
続
け
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
C
O
S
M
I
C 

L
A
B
と
は
〝
大
阪
市
千

日
前
〟
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
場
所
と
〝
ユ
ニ
バ
ー
ス
〟
と

い
う
名
称
の
ギ
ャ
ッ
プ
感
覚
に
面
白
さ
を
感
じ
、「
ロ
ー

カ
ル
を
突
き
詰
め
た
ら
宇
宙
的
な
も
の
に
な
る
の
か
な
」

と
い
う
発
想
か
ら
、
宇
宙
つ
な
が
り
で
の
命
名
と
の
こ
と

で
あ
る
。

味
園
ユ
ニ
バ
ー
ス
と
い
う
魅
力
的
な
場
と
の
出
合
い
が

大
き
い
と
は
い
え
、
一
貫
し
て
大
阪
を
ベ
ー
ス
と
し
て
き

た
こ
と
に
つ
い
て
三
浦
氏
は
、「
東
京
に
対
抗
意
識
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
」
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
大

阪
と
い
う
ま
ち
の
「
グ
ロ
ー
カ
ル
（
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ

ル
か
ら
の
造
語
）
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
良
さ
」
を
あ
げ
る
。

「
も
と
も
と
生
ま
れ
も
こ
ち
ら
で
す
し
、
大
阪
の
リ
ラ
ッ

ク
ス
し
た
オ
ー
プ
ン
マ
イ
ン
ド
な
気
風
が
合
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
あ
と
、
個
人
的
に
は
『
ボ
ア
ダ
ム
ス
』
と
い

う
、
自
分
が
好
き
な
大
阪
の
バ
ン
ド
の
存
在
も
大
き
か
っ

た
で
す
ね
。
バ
ン
ド
の
世
界
観
が
ず
ば
抜
け
て
は
い
た
の

で
す
が
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
と
は
程
よ
い
距
離
感
を
保

ち
つ
つ
、
海
外
を
見
渡
す
と
す
ご
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と

い
う
ス
タ
ン
ス
に
も
余
裕
を
感
じ
ま
し
た
し
、
ロ
ー
カ
ル

か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
も
と
て
も
良
い
な
と

思
っ
て
い
ま
し
た
」

現
在
仕
事
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
海
外
、
東
京
が
半
分
を
占

め
る
が
、
当
面
大
阪
を
離
れ
る
予
定
は
な
い
と
い
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
C
O
S
M
I
C 

L
A
B

の
メ
ン
バ
ー
は
、
外
国
人
ふ
た
り
を
含
む
5
人
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。

三
浦
氏
に
よ
れ
ば
「
現
在
の
メ
ン
バ
ー
の
募
集
を
、
日

本
語
と
英
語
の
両
方
で
出
し
た
と
こ
ろ
、
応
募
者
は
全
員

外
国
の
方
で
し
た
。
私
た
ち
も
ウ
ェ
ル
カ
ム
の
姿
勢
で

や
っ
て
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。
現
在
の
外
国
人
メ
ン
バ
ー

は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
と
ス
リ
ラ
ン

カ
人
の
プ
ラ
ヴ
ィ
ー
ン
・
リ
ヤ
ナ
ア
ラ
チ
チ
氏
。
い
ず
れ

も
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
だ
。

使
用
言
語
は
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
チ
ュ
ー
ズ
デ
イ
と
し
て

日
本
語
だ
け
を
使
う
日
を
設
け
て
い
る
以
外
は
英
日
半
々
、

必
ず
し
も
意
思
疎
通
は
ス
ム
ー
ズ
で
は
な
い
が
、
そ
う
し

た
言
葉
の
壁
さ
え
も
「
面
白
い
」
と
楽
し
む
余
裕
が
感
じ

ら
れ
る
。
ま
ず
、
ふ
た
り
に
大
阪
の
ま
ち
の
印
象
を
聞
い

て
み
る
と
、
口
を
揃
え
て
「
東
京
よ
り
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き

る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
居
心

地
の
良
い
環
境
の
な
か
で
、
C
O
S
M
I
C 

L
A
B
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
仕
事
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の

て
い
る
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
で
勉
強
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
も
習
得
し
た
と
い
う
。

「
今
は
ウ
ェ
ブ
上
に
コ
ー
ド
シ
ェ
ア
の
サ
イ
ト
や
チ
ュ
ー

ト
リ
ア
ル
サ
イ
ト
が
充
実
し
て
い
ま
す
。
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
高
い
人
に
と
っ
て
は
学
習
の
機
会
が
得
や
す
い
で
す

し
、
高
い
自
主
性
を
も
っ
て
い
れ
ば
学
べ
る
場
は
た
く
さ

ん
あ
っ
て
、
そ
こ
が
面
白
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。『
ア
ー

ト
&
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
教
育
制
度
の
整
備
を
』
と
い
っ

た
話
も
あ
り
ま
す
が
、『
や
り
な
さ
い
』
で
は
な
く
、
誰

に
言
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
自
分
で
や
っ
て
い
く
、
自
発
的

に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
カ
ル
チ
ャ
ー
に
惹
か
れ
ま
す
」
と

い
う
三
浦
氏
の
言
葉
に
、
高
良
氏
も
頷
き
な
が
ら
、
次
の

よ
う
に
続
け
た
。

「
我
々
は
学
ぶ
場
所
が
な
か
っ
た
か
ら
、
自
分
で
勉
強
し

て
き
ま
し
た
。
自
分
た
ち
で
学
ん
だ
か
ら
こ
そ
た
ど
り
着

い
た
世
界
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
育
は
大
事
で
す
し
、

学
べ
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
が
、『
や
り
た

い
』
と
い
う
自
分
の
欲
求
を
い
か
に
し
て
実
現
さ
せ
る
か
。

そ
こ
に
労
力
を
注
い
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
刺
激
し
て

い
く
方
が
大
事
。
ま
ず
自
分
の
カ
ッ
コ
い
い
と
か
面
白
い

と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
、
初
め
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
た

ど
り
着
く
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
体
験
す
る
場
が

あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」

三
浦
氏
と
高
良
氏
に
と
っ
て
、「
実
際
に
見
て
は
い
な

い
が
、
そ
の
存
在
は
大
き
い
」
と
い
う
1
9
7
0
年
大

阪
万
博
に
続
き
、
2
0
2
5
年
に
再
び
大
阪
で
の
万
博

開
催
が
決
定
し
て
い
る
今
、
そ
れ
ら
を
視
野
に
入
れ
た
今

後
の
展
望
を
伺
っ
た
。

「
3
6
0
度
映
像
に
包
ま
れ
た
空
間
を
つ
く
れ
た
ら
、

と
考
え
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
の
よ
う
な

｢

や
り
な
さ
い｣

で
は
な
く

「
や
り
た
い
」を
原
動
力
に

―
―
ア
ー
ト
＆
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
こ
れ
か
ら

だ
ろ
う
か
。

日
本
に
来
て
日
の
浅
い
ベ
ン
氏
は
、
日
本
語
の
聞
き
取

り
も
ま
だ
苦
手
な
よ
う
だ
が
、
そ
ん
な
な
か
で
も
今
の

チ
ー
ム
で
の
仕
事
は
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
が
あ
っ
て
い
い
と

い
う
。
日
本
語
を
話
す
こ
と
自
体
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
、
仕
事

面
で
は
こ
れ
ま
で
の
職
場
で
は
決
め
ら
れ
た
や
り
方
で
の

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
こ
こ
で
は
新

た
な
や
り
方
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
こ
と
も
チ
ャ
レ
ン
ジ

だ
と
い
う
。

来
日
し
て
3
年
に
な
る
プ
ラ
ヴ
ィ
ー
ン
氏
は
、
前
職
は

ゲ
ー
ム
開
発
だ
っ
た
が
今
の
方
が
や
り
甲
斐
が
あ
る
と
話

す
。
C
O
S
M
I
C 

L
A
B
で
ア
ー
ト
と
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
の
開
発
を
学
ぶ
な
か
で
、
今
の
時
代
は
、
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
は
向
上
し
て
い
る
の
に
文
化
的
な
価
値
が
低
下
し
て

い
る
と
感
じ
る
と
い
う
プ
ラ
ヴ
ィ
ー
ン
氏
か
ら
は
、「
今

後
次
世
代
に
対
し
て
、
文
化
的
な
価
値
を
残
し
て
い
け
る

よ
う
な
何
か
を
し
た
い
」
と
頼
も
し
い
言
葉
が
返
っ
て
き

た
。で

は
、
プ
ラ
ヴ
ィ
ー
ン
氏
の
弁
に
も
あ
っ
た
ア
ー
ト
と

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
こ
れ
か
ら
、
た
と
え
ば
次
世
代
に
向
け

て
の
教
育
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
C
O
S
M
I
C 

L
A
B
で
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
3
年
前
よ
り
チ
ー
ム
で
モ
ー
シ
ョ
ン

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
（
映
像
制
作
）
を
担
当
し
て
い
る
西
尾
健

志
氏
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
西
尾
氏
は
鳥
取
県
出
身
。

地
元
で
ひ
と
り
で
V
J
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ

ン
グ
な
ど
の
映
像
に
関
わ
る
仕
事
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、

C
O
S
M
I
C 

L
A
B
に
誘
わ
れ
て
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー

に
な
っ
た
そ
う
だ
。
映
像
に
興
味
を
も
ち
、
仕
事
に
し
た

い
と
考
え
た
と
き
に
、
専
門
学
校
な
ど
に
は
行
か
ず
独
学

で
学
ん
だ
と
い
う
。
独
学
と
は
非
常
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
く

聞
こ
え
る
が
、
西
尾
氏
に
よ
れ
ば
「
ウ
ェ
ブ
の
存
在
が
大

き
か
っ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
さ
れ
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「東工大立志プロジェクト」での、大人数講義。池上彰氏をはじめ、錚 （々そうそう）たる講
師陣が顔をそろえる。

り
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
で
も
、
画
期
的
な
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
く
人
と
い
う
の
は
、
答
え
を
導
く

人
と
い
う
よ
り
も
、「
自
ら
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
人
」
で
す
。

そ
れ
に
今
は
サ
ク
セ
ス
（
成
功
）
よ
り
も
、
レ
ジ
リ
エ

ン
ス
（
回
復
力
、
復
元
力
）
の
時
代
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
災
害
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

事
業
の
失
敗
や
不
祥
事
…
…
個
人
的
に
も
、
親
が
倒
れ
て

介
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
離
婚
し
て
ひ
と
り
で

子
ど
も
を
育
て
る
と
か
。
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
挫
折
か

ら
、
ど
う
や
っ
て
立
ち
直
る
か
が
大
切
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
専
門
分
野
の
な
か
だ
け
で
効
率
的
な
勉

強
を
し
て
、
単
線
的
に
成
功
し
て
き
た
学
生
た
ち
は
、
失

敗
し
て
新
た
な
分
野
に
挑
戦
し
た
り
、
な
ん
と
か
脱
線
か

ら
立
ち
直
っ
た
り
す
る
力
が
弱
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
反
省
か
ら
高
ま
り
つ
つ
あ
る
の
が
、
リ
ベ
ラ

ル
ア
ー
ツ
（
教
養
教
育
）
で
す
。
私
た
ち
東
工
大
だ
け
で

な
く
、
日
本
の
大
学
全
体
で
「
教
養
力
の
見
直
し
」
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
始
め
て
い
る
の
で
す
。

２
０
０
０
年
に
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
た
白
川
英

樹
氏
は
、
学
生
時
代
に
東
工
大
で
出
会
っ
た
作
家
の
伊
藤

整
（
英
語
）
や
鶴
見
俊
輔
（
哲
学
）、
川
喜
田
二
郎
（
文
化

人
類
学
）、
宮
城
音
弥
（
心
理
学
）、
永
井
道
雄
（
教
育
社
会

学
）
と
い
っ
た
先
生
た
ち
が
も
つ
オ
ー
ラ
に
圧
倒
さ
れ
、

大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
し
ば
し
ば

語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
東
工
大
は
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
に
力
を
入
れ
て
い
た
大
学
で
し
た
。
学
長

と
し
て
終
戦
を
迎
え
た
和
田
小
六
と
い
う
工
学
者
が
敗
戦

を
振
り
返
り
、「
も
の
ご
と
を
複
眼
的
に
見
て
い
く
力
が

な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
工
学
は
だ
め
」
と
い
う
こ
と
で
、

私
が
東
京
工
業
大
学
に
着
任
し
た
の
は
１
９
９
６
年
、

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
と
き
印
象
的
だ
っ

た
の
は
、
授
業
中
の
質
問
が
と
て
も
多
い
こ
と
。
さ
す
が

に
頭
の
よ
い
子
た
ち
は
違
う
、
と
驚
い
た
も
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
そ
の
雰
囲
気
も
20
年
間
で
失
わ
れ
て
い
き
、
授
業

で
積
極
的
に
発
言
を
す
る
よ
う
な
学
生
は
減
り
続
け
ま
し

た
。
か
わ
り
に
増
え
た
の
が
、
レ
ポ
ー
ト
で
も
試
験
で
も

評
価
ば
か
り
重
ん
じ
る
学
生
た
ち
で
す
。
批
判
的
な
鋭
い

質
問
の
か
わ
り
に
、「
先
生
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
評
価
軸

は
何
で
す
か
？
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
り
訊
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。「
も
っ
と
質
問
し
て
く
だ
さ
い
」
と
促
し
て

も
、「
ど
ん
な
質
問
を
す
る
の
が
よ
い
の
で
す
か
？
」
と

逆
に
問
わ
れ
て
し
ま
う
。
自
分
が
何
を
や
り
た
い
か
、
自

分
が
何
を
知
り
た
い
か
よ
り
も
、
自
分
は
ど
う
評
価
さ
れ

る
か
、
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
は
社
会
的
な
背
景
も
あ
り
、
実
は
学
生
だ
け
に

限
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
校
の
教
師
も
会

社
員
も
、
誰
も
が
厳
し
い
評
価
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
評
価
さ
れ
な
い
、
役
に
立
た
な
い
、
無

駄
な
こ
と
は
誰
も
や
ら
な
い
。
そ
ん
な
時
代
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。

こ
の
20
年
く
ら
い
の
あ
い
だ
、
ど
こ
の
大
学
で
も
社
会

に
出
て
す
ぐ
に
役
立
つ
「
即
戦
力
」
の
育
成
が
求
め
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
専
門
教
育
を
前
倒
し
す
る
大
学
が
増
え
、

大
学
院
の
重
点
化
も
行
わ
れ
た
。「
大
学
の
国
際
競
争
力

を
高
め
よ
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
大
学
も
評
価
を
求
め
て
時

流
に
乗
っ
た
改
革
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
進
め
て
き
た
の
で
す
。

今
、
振
り
返
る
と
、
や
る
べ
き
こ
と
と
ま
っ
た
く
逆
の

こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
は
成
熟

社
会
を
迎
え
て
お
り
、
成
熟
社
会
だ
か
ら
こ
そ
の
よ
さ
を

評
価
ば
か
り
を
求
め
、

質
問
を
し
な
い
学
生
た
ち

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
、

人
間
を
自
由
に
す
る
技
術

出
し
て
い
く
べ
き
だ
っ
た
の
に
、
自
ら
が
も
つ
文
化
の
底

を
浅
く
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
最
近
の
日
本
で
は
、
ど
う
も
社
会
を
変
え
て
い

く
よ
う
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
人
が
な
か
な
か
出

て
こ
な
い
。
そ
れ
も
、
こ
う
し
た
教
育
の
現
状
と
関
連
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

そ
ん
な
疑
問
を
抱
く
人

た
ち
が
増
え
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
他
人
が
つ
く
っ

た
問
題
は
解
け
る
が
、
自
分
で
問
題
を
つ
く
れ
な
い
学
生

た
ち
。
彼
ら
は
、
こ
の
世
の
中
に
ど
ん
な
問
題
が
あ
り
、

自
分
は
何
に
取
り
組
も
う
か
、
と
い
う
根
っ
こ
の
部
分
が

弱
い
。
問
題
を
解
い
た
り
、
課
題
を
こ
な
す
能
力
は
あ
っ

て
も
、
常
に
指
示
待
ち
と
い
う
人
間
が
大
量
に
社
会
へ
送

Ｍ
Ｉ
Ｔ
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
）
を
模
範
と
し
た

大
学
改
革
を
行
い
ま
し
た
。「
著
名
で
は
あ
る
が
一
匹
狼

み
た
い
な
文
化
人
」
タ
イ
プ
の
教
授
は
、
こ
の
と
き
か
ら

採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
も
そ
も
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
、
大
学
の
専
門
分
野

の
下
に
あ
る
と
い
う
課
程
で
も
な
け
れ
ば
、
理
工
系
大
学

に
お
け
る
文
系
科
目
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
ベ
ラ

ル
＋
ア
ー
ツ
。
つ
ま
り
人
間
を
自
由
に
す
る
技
術
こ
そ
が
、

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
の
起
源
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
に
遡
り

ま
す
。
当
時
の
共
同
体
、
た
と
え
ば
ポ
リ
ス
に
は
自
由
市

民
と
奴
隷
が
い
ま
し
た
。
自
由
市
民
は
自
分
の
頭
で
も
の

を
考
え
、
よ
き
も
の
を
追
求
し
な
が
ら
、
ポ
リ
ス
の
未
来

を
決
め
て
い
く
人
た
ち
。
一
方
の
奴
隷
は
、
自
由
市
民
が

考
え
た
こ
と
を
実
行
す
る
。
だ
か
ら
奴
隷
は
、
自
分
の
頭

で
も
の
を
考
え
な
く
て
も
よ
い
。
自
由
市
民
が
も
つ
べ
き

素
養
が
「
自
由
七
科
（
文
法
学
、
修
辞
学
、
論
理
学
、
算
術
、

幾
何
、
天
文
学
、
音
楽
）」
と
呼
ば
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

で
し
た
。

現
代
を
生
き
る
私
た
ち
は
一
見
す
る
と
自
由
で
す
が
、

本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
？　

よ
き
も
の
を
追
求
し
な
が

ら
、
自
分
の
頭
で
も
の
を
考
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
、

日
々
誰
か
別
の
人
が
考
え
た
こ
と
に
従
っ
て
生
き
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

評
価
軸
の
は
っ
き
り
し
た

課
題
を
与
え
ら
れ
な
い
と
何
も
で
き
ず
、「
レ
ポ
ー
ト
の

タ
イ
ト
ル
は
自
由
、
字
数
も
自
由
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と

言
わ
れ
て
困
惑
し
て
い
る
学
生
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
給
料
を
も
ら
っ
て
会
社
で
働
い
て
い
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
に
も
奴
隷
的
な
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
大

学
の
教
員
で
あ
る
私
も
同
じ
で
、
決
め
ら
れ
た
期
日
ま
で

に
こ
の
書
類
を
書
け
、
な
ど
と
言
わ
れ
て
日
々
奴
隷
的
な

仕
事
に
も
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

問
題
な
の
は
、
い
わ
ば
社
会
の
ど
こ
に
も
自
由
市
民
が

日
本
の
未
来
を
考
え
る
う
え
で
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
教
育
問
題
。
社
会
が
成
熟
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生

み
出
す
人
材
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
現
在
、
専
門
性
ば
か
り
を
重
視
し
た
こ
れ
ま
で
の
大
学
教
育
と
は
異
な

る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
今
回
は
、理
工
系
の
大
学
で
あ
り
な
が
ら
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー

ツ
教
育
を
充
実
さ
せ
る
、
東
京
工
業
大
学
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。
そ
の
理
念
や
内
容
に
つ
い
て
、
リ
ベ
ラ

ル
ア
ー
ツ
研
究
教
育
院
長
の
上
田
紀
行
氏
に
お
話
を
伺
っ
た
。

脇
坂
敦
史
＝
構
成

西
田
香
織
＝
撮
影

科
学
技
術
が
人
間
を
自
由
に
す
る

技
で
あ
る
た
め
に

U
eda N

oriyuki

上
田
紀
行

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

［
東
京
工
業
大
学
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
研
究
教
育
院
長
］

未
来
を
考
え
る
―
―
2
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少人数のグループワークは、円卓がわりのダンボール「えんたくん」を膝に載せ、議論の内容を落書きのようにメモしながら進める。

東京工業大学のリベラルアーツ教育は、理系の専門科目と並行して行われる教養科目を中心としたカリ
キュラム。学部1年生は「東工大立志プロジェクト」からスタートし、「文学」「政治学」「科学史」や英語、
第二外国語といった科目を履修していき、学部3年生の「教養卒論」で自身のリベラルアーツ教育の成
果をまとめる。修士課程以降は、リーダーシップ力を養う授業や、専門分野を超えた共同研究授業が
用意されている。

教
養
コ
ア
学
修
科
目

東工大立志
プロジェクト

入学直後に全学生
が履修する、講堂
での大人数講義と
その内容にもとづ
く少人 数 で の グ
ループワーク

教養科目での学び
の総括と、その後
の自身の志を表現
する論文（全員必修）

教養卒論

仲間の能力を引き
出すリーダーシッ
プを磨くグループ
ワーク

リーダーシップ
道場

リーダーシップ道場
での学びを生かし、
教養卒論の執筆を
サポート

ピアレビュー実践

専門と教養を横断的に学ぶ

横断科目
哲学、歴史学、文学、芸術、宗教学、文化人類学、心理学、教育学、コミュニケーション論、
表象文化論、法学、政治学、国際関係論、経済学、社会学、統計学、メディア論、科学史、
技術史、科学技術倫理、科学技術社会論、意思決定論、合意形成学など

選択科目 世界を知る
日本を伝える

心身のタフネス

教養のエッセンスを
より深く学ぶ

文系エッセンス

人文学、社会科学、融合系の各科目

英語科目

教職科目

ウェルネス科目

日本語・日本文化科目

第二外国語科目

東工大立志プロジェ
クトの少人数グルー
プワークにファシリ
テーターとして参加

リーダーシップ
アドバンス

SDGsのなかから統
一テーマを設け、専
門の異なる者同士で
行う共同研究と発表

教養先端科目

共同研究の成果を
発表する場の企画・
運営

学生プロデュース
科目

1年目（入学〜） 5年目（修士課程） 6年目（修士課程） 7年目〜（博士後期課程）2年目 3 〜 4 年目

ピアレビュー

ファシリテーション

い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
か
つ
て
企
業
の

ト
ッ
プ
に
は
、
し
ば
し
ば
松
下
幸
之
助
や
本
田
宗
一
郎
の

よ
う
な
、
す
ご
い
自
由
市
民
が
い
ま
し
た
。
そ
の
下
で
働

く
人
た
ち
は
奴
隷
的
な
仕
事
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
偉
大
な
経
営
者
の
人
格
か
ら
薫
陶
を
受
け
な
が
ら
、

や
が
て
自
由
に
も
の
を
考
え
る
術
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た

も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
の
経
営
者
は
、
四
半
期
の
業
績
や
日
々
の

株
価
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
、
誰
よ
り
も
自
由
の
な
い
、

最
も
そ
の
仕
事
を
厳
し
く
評
価
さ
れ
る
「
奴
隷
」
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
企
業
の
ト
ッ
プ
か
ら
下
っ
端
ま
で
、
誰
も

が
「
奴
隷
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
の
か
？

近
年
、
か
つ
て
は
一
流
企
業
と
呼
ば
れ
た
会
社
で
、
つ
ぎ

つ
ぎ
と
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
不
正
が
明
る
み
に
出
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
社
会
が
求
め
る
よ
う
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
も
思
う
よ
う
に
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
背

景
に
は
、
こ
う
し
た
大
き
な
変
化
が
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
共
同
体
は
滅
び
て
い
か
ざ
る
を

え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
由
に
す
る
技
」
と
い
う
も

の
を
学
生
の
と
き
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
。
私
た
ち

が
つ
く
っ
た
新
し
い
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
は
、
単
に
教
養
を
つ
け
る
、
知
識
を
増
や
す
、
と

い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
の
頭
で
考
え
る
自
由
な
学

生
を
育
て
る
こ
と
を
最
も
大
き
な
目
的
に
据
え
て
い
ま
す
。

社
会
を
こ
う
い
う
風
に
変
え
て
い
き
た
い
。
こ
ん
な
人
間

に
な
り
た
い
。
そ
う
い
う
内
発
的
な
力
を
も
つ
こ
と
。
そ

れ
が
人
間
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
東
工
大

で
は
そ
れ
を
「
志
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

２
０
１
６
年
度
か
ら
東
工
大
で
導
入
さ
れ
た
入
学
直
後

の
必
修
科
目
「
東
工
大
立
志
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
は
、
池

上
彰
氏
や
平
田
オ
リ
ザ
氏
ら
著
名
な
講
師
陣
か
ら
、「
僕

が
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
鵜
呑
み
に
し
ち
ゃ
だ
め
だ

よ
！
」
と
い
っ
た
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
織
り
交
ぜ
た
刺
激

的
な
講
義
を
た
く
さ
ん
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

約
30
人
の
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
、
そ
の
な
か
で
少
人
数
グ

ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
た
と
え
ば
前
週
に
受
け
た
池
上
氏
の

講
義
に
つ
い
て
書
い
た
レ
ポ
ー
ト
を
輪
読
し
な
が
ら
、
講

義
を
聴
い
て
何
を
感
じ
た
の
か
を
話
し
合
う
の
で
す
。

こ
の
少
人
数
グ
ル
ー
プ
は
、
あ
え
て
専
攻
す
る
分
野
の

違
う
学
生
た
ち
が
混
ざ
り
合
う
よ
う
に
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
と
は
異
な
る
適
性
や
進
路
を

も
っ
て
い
る
学
生
か
ら
も
刺
激
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
工
夫

し
た
の
で
す
。

大
学
に
入
る
と
、
学
生
た
ち
は
普
通
１
０
０
人
以
上
の

学
生
が
聴
講
す
る
大
人
数
講
義
を
経
験
し
ま
す
。
学
生
時

代
の
私
も
そ
う
で
し
た
が
、
こ
う
し
た
大
教
室
の
授
業
で

は
、
た
と
え
自
分
が
い
て
も
い
な
く
て
も
同
じ
だ
な
、
と

感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
大
学
が
「
あ
な
た
が

い
な
く
て
も
世
界
は
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
進
ん
で
い

く
」
と
い
う
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
朝
か
ら
晩
ま
で
流
し

続
け
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
を
通
し
て
私
た
ち

が
学
生
に
求
め
て
い
る
の
は
、
ま
っ
た
く
逆
の
こ
と
。
自

分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
で
何
か
を
変
え
て
い
く
、
自
分
が

発
言
を
す
る
と
何
か
が
変
わ
る
。
そ
れ
を
感
じ
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
の
で
す
。
少
人
数
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
ア
ク

テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
重
要
性
は
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
試
験
勉
強
と
の
違
い
を
感
じ
て

も
ら
う
こ
と
も
大
切
で
す
。
ま
ず
、
正
解
は
ひ
と
つ
で
は

な
い
こ
と
。
グ
ル
ー
プ
に
４
人
い
れ
ば
、
同
じ
講
義
を
聴

い
て
も
別
の
と
こ
ろ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
、
違
う
こ
と
を
考

え
て
い
る
の
が
普
通
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
学
び
の

場
は
優
れ
た
人
が
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
相
乗
効
果
を
発
揮
し

て
高
め
合
い
、
活
性
化
す
る
。
も
は
や
、
隣
の
人
よ
り
も

高
い
点
を
取
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
す
。

批
判
的
思
考
の
重
要
性
を
説
い
た
授
業
と
、
少
人
数
グ

ル
ー
プ
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。
そ
れ
を
何
週
間
か
繰

り
返
し
た
後
、
夏
休
み
の
前
に
は
自
分
が
こ
こ
で
何
を
学

び
、
何
を
志
し
て
い
る
の
か
を
ま
と
め
、
発
表
し
ま
す
。

こ
の
「
東
工
大
立
志
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
い
わ
ば
東
工

大
流
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
へ
の
最
初
の
洗
礼
と
い
え
る
も
の

で
、
そ
の
後
、
学
生
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
選
択
し
た
多
様

な
教
養
科
目
を
学
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

入
学
直
後
の
「
東
工
大
立
志
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
と
も

に
し
た
メ
ン
バ
ー
は
、
３
年
の
後
期
に
再
び
集
い
、「
教

養
卒
論
」
を
書
き
ま
す
。
こ
れ
は
次
の
年
か
ら
始
ま
る
本

格
的
な
研
究
生
活
を
前
に
、
自
分
が
取
り
組
も
う
と
し
て

い
る
理
工
系
の
学
問
分
野
で
何
を
し
た
い
の
か
、
や
は
り

「
志
」
を
問
う
も
の
で
す
。
自
分
が
取
り
組
む
で
あ
ろ
う

研
究
は
、
地
球
や
社
会
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
で
き
る
の

か
？　

困
っ
て
い
る
人
の
何
か
を
救
う
の
か
？　

あ
る
い

は
、
自
分
は
そ
の
学
問
の
ど
こ
に
わ
く
わ
く
す
る
の
か
？

３
年
間
で
学
ん
だ
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
知
見
を
生
か
し
な

が
ら
、
５
０
０
０
～
１
万
字
く
ら
い
で
ま
と
め
ま
す
。

論
文
の
執
筆
は
、
異
な
る
分
野
に
進
ん
だ
仲
間
た
ち
と

つ
く
っ
た
少
人
数
グ
ル
ー
プ
で
、
互
い
に
批
評
し
合
い
な

が
ら
進
め
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と

し
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
実
践
を
積
ん
で
き
た
修
士
課

程
の
学
生
た
ち
も
参
加
し
ま
す
。
年
齢
や
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
の
異
な
る
学
生
た
ち
。
こ
ん
な
風
に
、
い
た
る
と
こ

ろ
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
人
の
出
会
い
を
つ
く
り
だ
す
と
い

う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
も
、
大
き
な
特
徴
で
す
。

東
工
大
で
始
ま
っ
た

「
志
」を
つ
く
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

い
た
る
と
こ
ろ
に
人
と
人
の
出
会
い
を

つ
く
り
だ
す
工
夫
を
し
た
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ディスカッション力とともに、プレゼンテーションの技術を磨くのも、授業の目的のひとつ。
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「志」の文字が大きくあしらわれる。

部
の
学
生
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
気
で
そ
の
く
ら
い
読
も

う
と
し
て
い
る
学
生
が
、
私
の
印
象
で
は
学
年
に
40
～
50

人
く
ら
い
は
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
今
、
学
生
た
ち
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
教
養
卒

論
」
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
期
待
し
て
い
た
以

上
に
優
れ
た
論
文
が
多
く
、
や
は
り
成
果
の
大
き
さ
を
実

感
し
て
い
ま
す
。
社
会
を
ど
う
変
え
て
い
き
た
い
の
か
、

と
い
う
「
私
」
を
主
語
に
し
た
問
題
提
起
が
し
っ
か
り
と

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
専
門
用
語
に
頼
ら
な
い
、
ほ
か

の
分
野
で
学
ぶ
学
生
に
も
届
く
よ
う
な
分
か
り
や
す
い
文

章
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
学
生
が
増
え
て
い
け
ば
、

き
っ
と
日
本
も
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な

希
望
を
抱
か
せ
て
く
れ
ま
す
。

と
は
い
え
大
学
の
な
か
で
最
も
変
わ
る
ス
ピ
ー
ド
が
遅

上
田
紀
行

う
え
だ
・
の
り
ゆ
き

1
9
5
8
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
工
業

大
学
教
授
。
専
門
は
文
化
人
類
学
。「
癒
し
」

の
観
点
を
早
く
か
ら
提
示
し
、
生
き
る
意
味

を
失
っ
た
現
代
社
会
へ
の
提
言
を
続
け
る
と

と
も
に
、
日
本
仏
教
の
再
生
に
向
け
た
運
動

に
も
取
り
組
む
。
東
京
工
業
大
学
で
は
、
講
義
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
試
み
に
よ
り
、
学
生
の
授

業
評
価
が
教
員
中
第
1
位
、
2
0
0
4
年
の
「
東
工
大
教
育
賞
・
最
優
秀

賞
」
を
授
与
さ
れ
る
。
2
0
1
6
年
に
新
設
さ
れ
た
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

研
究
教
育
院
の
院
長
を
つ
と
め
る
。
著
書
に
『
生
き
る
意
味
』（
岩
波
新

書
）、『
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
の
対
話
』（
講
談
社
文
庫
）、『
人
間
ら
し
さ
』

（
角
川
新
書
）
ほ
か
多
数
。

人
と
人
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
、
共
同
作
業
の
な
か
で
何
か
が

生
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
強
く
出
し
た
い
と
思
っ
た

か
ら
で
す
。

そ
し
て
東
工
大
の
学
生
は
約
９
割
が
修
士
課
程
に
進
み

ま
す
が
、
専
門
性
の
高
ま
る
修
士
課
程
に
お
い
て
も
、
先

ほ
ど
触
れ
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
学
ぶ
授
業
が
あ
る
ほ
か
、

博
士
課
程
で
は
「
教
養
先
端
科
目
」
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
。
専
門
分
野
を
超
え
た
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
で
、

S
D
G
s
を
テ
ー
マ
に
（
昨
年
は
貧
困
、
今
年
は
平
和
）
共

同
研
究
を
行
う
も
の
で
す
。
留
学
生
や
社
会
人
の
学
生
も

多
い
の
で
、
す
べ
て
英
語
で
行
わ
れ
ま
す
。

文
系
の
大
学
で
も
理
系
の
大
学
で
も
同
じ
で
す
が
、
修

士
課
程
と
も
な
れ
ば
研
究
室
に
こ
も
り
、
他
の
専
門
分
野

の
人
の
考
え
に
触
れ
る
機
会
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が

一
般
的
で
す
。
け
れ
ど
も
今
回
の
改
革
に
よ
っ
て
、
東
工

大
の
学
生
た
ち
は
６
年
間
を
通
し
て
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を

学
び
、
自
分
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
を
も
つ
人
た

ち
と
い
つ
も
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。こ

う
し
た
改
革
の
司
令
塔
と
な
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

研
究
教
育
院
に
は
現
在
、
59
人
の
常
勤
教
員
が
い
ま
す
。

人
事
に
お
い
て
大
切
に
し
た
の
は
、「
華
の
あ
る
」
教
員

に
来
て
も
ら
う
こ
と
。
東
工
大
に
は
、
歴
史
や
地
理
が
嫌

い
だ
か
ら
、
文
学
な
ん
か
読
み
た
く
な
い
か
ら
こ
の
大
学

を
選
ん
だ
、
と
い
う
学
生
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

意
識
的
に
「
人
を
動
か
す
魅
力
的
な
言
葉
」
を
も
っ
て
い

る
よ
う
な
研
究
者
ば
か
り
を
集
め
て
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
２
０
１
８
年
度
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
１
０
０
分

d
e
名
著
』
と
い
う
番
組
に
は
國
分
功
一
郎
氏
、
若
松

英
輔
氏
、
中
島
岳
志
氏
が
解
説
と
し
て
出
演
し
て
い
ま
す

が
、
ほ
か
に
も
し
ば
し
ば
テ
レ
ビ
出
演
を
す
る
よ
う
な
学

者
が
多
い
。
彼
ら
は
、
論
文
を
書
い
て
そ
の
分
野
だ
け
で

知
ら
れ
て
い
て
、
象
牙
の
塔
に
こ
も
っ
て
生
き
て
い
る
よ

う
な
学
者
と
は
対
極
に
い
る
人
た
ち
で
す
。

東
工
大
の
学
生
た
ち
は
頭
が
よ
く
て
、
論
理
力
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
う
い
う
先
生
た
ち
に
と
っ
て
も
、
授
業
を
す

る
の
は
や
り
が
い
が
あ
る
し
、
楽
し
い
の
で
す
。
錚
々
た

る
メ
ン
バ
ー
が
集
い
、
そ
の
評
判
が
広
ま
る
に
つ
れ
て
、

ま
す
ま
す
多
く
の
意
欲
的
な
先
生
た
ち
か
ら
「
東
工
大
の

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
に
参
加
し
た
い
」
と
言
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

も
う
ひ
と
つ
重
視
し
た
の
は
、
大
学
の
「
教
養
劇
場

化
」
で
す
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、「
東
工
大
立
志
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
の
４
、５
人
の
学
生
た
ち
の
グ
ル
ー
プ

が
、
教
室
の
外
へ
出
て
い
っ
て
議
論
を
続
け
て
い
る
よ
う

な
状
況
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
構
内
の
芝
生
や
カ
フ
ェ
テ

リ
ア
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
、「
原
発
は
本
当
に
必
要
な
ん
だ

ろ
う
か
？
」
と
か
「
そ
も
そ
も
平
和
っ
て
一
体
何
だ
ろ

う
？
」
と
い
っ
た
話
が
聞
こ
え
て
く
る
。
大
学
全
体
に
、

何
か
新
し
い
も
の
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
と
い
う
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
横お

う

溢い
つ

さ
せ
、
こ
の
大
学
は
こ
う
い
う
話
を
し
て
も

い
い
場
所
な
ん
だ
、
と
い
う
感
覚
を
つ
く
っ
て
い
く
。

改
革
が
始
ま
っ
て
か
ら
ま
だ
３
年
目
で
す
が
、
私
自
身

は
大
き
な
変
化
を
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
授
業
の
な
か

で
質
問
を
す
る
学
生
が
劇
的
に
増
え
た
。
こ
の
20
年
間
で

ぴ
た
り
と
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
質
問
が
復
活
し
た
の
は
、

本
当
に
嬉
し
い
。「
東
工
大
立
志
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
授

業
を
通
し
て
批
判
的
思
考
を
学
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

「
ど
ん
な
質
問
を
し
て
も
許
さ
れ
る
し
、
意
味
は
あ
る
ん

だ
」
と
い
う
よ
う
な
、
大
学
と
い
う
場
へ
の
信
頼
が
形
成

さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
何
よ
り
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
文
系
の
本
を
読
む

学
生
が
増
え
た
こ
と
。「
東
工
大
立
志
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

い
の
は
、
実
は
教
員
た
ち
で
す
。
東
工
大
の
な
か
で
も
、

す
べ
て
の
理
工
系
の
先
生
た
ち
が
改
革
に
好
意
的
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
今
、
東
工
大

で
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
学
ん
で
い
る
若
い
学
生
た
ち
が
研

究
室
に
入
っ
て
い
く
と
、
ど
う
な
る
か
？　

さ
ら
に
言
え

ば
、
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
企
業
に
就
職
し
た
学
生
た
ち

は
、
ど
う
な
る
の
か
？　

そ
れ
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
し
、

そ
こ
に
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
の
未
来
が
か
か
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。

「
こ
の
実
験
に
は
何
の
意
味
が
あ
る
ん
で
す
か
？
」「
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
功
す
る
と
、
社
会
の
何
が
変
わ
り

ま
す
か
？
」

そ
ん
な
質
問
を
し
て
く
る
、
い
わ
ば
一
言
多
い
学
生
た

ち
に
「
い
ち
い
ち
面
倒
な
こ
と
を
言
う
な
」
と
か
「
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
考
え
ろ
」
と
か
、
そ
ん
な
風
に
応

じ
る
先
生
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
の
研
究
室
は
、
ど

こ
で
も
短
期
間
で
成
果
を
出
し
て
外
部
か
ら
資
金
を
取
っ

て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
て
、

教
授
と
い
え
ど
も
中
小
企
業
の
社
長
み
た
い
な
立
場
に
あ

り
ま
す
。

し
か
し
一
方
で
、
研
究
の
意
義
を
説
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ペ
ー
パ
ー
の
第
１
章
を
書
く
と
き
に
必
要
な
の
は
、
ま
さ

に
未
来
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
く
た
め
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で

す
。
彼
ら
の
よ
う
に
生
意
気
な
学
生
た
ち
が
も
っ
て
い
る

能
力
こ
そ
必
要
な
の
だ
、
と
気
づ
く
こ
と
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
重
要
性
に

よ
り
多
く
の
教
師
た
ち
が
目
覚
め
て
い
く
…
…
。
改
革
の

第
２
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
、
私
が
密
か
に
期
待
し
て
い
る
展

開
で
す
。

東
工
大
で
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
を
や
っ
て
い
る
と
い

う
と
、
科
学
技
術
と
は
関
係
な
い
も
の
に
も
力
を
入
れ
て

い
る
の
だ
な
と
多
く
の
人
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど

も
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
決
し
て
文
系
科
目
の
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
科
学
技
術
全
体
が
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
に
な
り
う
る
か
？　

科
学
技
術
が
人
間
を
自
由
に

す
る
技
、
技
術
に
な
り
う
る
か
？
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

科
学
技
術
を
扱
う
人
間
は
、
最
先
端
の
技
術
、
機
械
、

Ａ
Ｉ
と
い
っ
た
も
の
を
当
た
り
前
に
使
う
わ
け
で
す
か
ら
、

普
通
の
人
よ
り
も
数
十
倍
、
数
百
倍
も
の
影
響
力
を
社
会

に
対
し
て
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
何
の
た
め
に

使
う
の
か
？　

兵
器
を
つ
く
る
の
か
？　

苦
し
ん
で
い
る

人
を
救
う
の
か
？　

誰
か
を
隷
属
さ
せ
る
た
め
に
使
う
の

か
？　

Ａ
Ｉ
の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
人
間
の
悲
劇
的

な
未
来
予
測
を
描
い
た
『
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
』
と
い
う
本
が

今
、
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
こ
そ
が
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
を
学
ん
だ
自
由
市
民
が
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
課
題
で
し
ょ
う
。

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
学
び
、
問
題
を
自
ら
問
う
こ
と
の

で
き
る
学
生
た
ち
が
卒
業
し
た
後
、
た
と
え
ば
就
職
し
た

企
業
の
側
に
、
彼
ら
を
迎
え
る
だ
け
の
度
量
が
あ
る
だ
ろ

う
か
？　

た
し
か
に
そ
れ
は
心
配
で
す
が
、
彼
ら
の
「
自

由
に
考
え
る
力
」
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
新
た
な
活
力
を

社
会
に
吹
き
込
む
こ
と
に
な
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

科
学
技
術
が
人
間
を
自
由
に
す
る
技
に

な
り
う
る
か
？
が
問
わ
れ
て
い
る

「
華
の
あ
る
」教
員
を
集
め
、

大
学
の「
教
養
劇
場
化
」を
目
指
す

が
行
わ
れ
る
４
月
と
５
月
の
生
協
書
籍
部
で
売
れ
た
人
文

社
会
書
の
数
は
、
改
革
前
の
2
0
1
5
年
度
が
75
冊
で

し
た
が
、
2
0
1
6
年
度
に
は
７
８
６
冊
、
2
0
1
7

年
度
に
は
１
７
３
１
冊
と
な
り
ま
し
た
。
直
接
的
な
理
由

と
し
て
は
授
業
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
書
評
」
の

課
題
図
書
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、

そ
れ
で
も
驚
く
べ
き
変
化
で
し
ょ
う
。

池
上
彰
氏
が
授
業
の
な
か
で
「
4
年
間
で
１
０
０
冊
は

読
み
な
さ
い
」
と
言
っ
た
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
佐
々

木
紀
彦
氏
が
「
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
で
は
学
生
た
ち
が

４
０
０
冊
く
ら
い
読
ん
で
い
る
」
な
ど
と
話
し
た
り
し
て

い
る
の
で
、
そ
の
刺
激
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
一
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そ
の
た
め
の
方
法
論
を
確
立
す
べ
く
、
ス
ー
パ
ー
・
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
協
力
を
仰
い
だ
の
が
松
岡
正
剛
さ
ん

で
す
。
ま
ず
、
松
岡
さ
ん
か
ら
は
「
過
去
か
ら
現
在
の

1
0
0
0
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
を
あ
げ
よ
と
の
お
題
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
C
E
L
の
研
究
員
と
と
も
に
、

都
市
計
画
・
イ
ン
フ
ラ
、
交
通
、
食
、
教
育
と
い
っ
た
大

テ
ー
マ
を
過
去
か
ら
現
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
軸
で
縦
横

無
尽
に
切
り
な
が
ら
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
あ
げ
て
い
く
作
業

に
取
り
組
み
ま
し
た
。

何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
1
0
0
0
も
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を

考
え
る
と
い
う
の
は
大
変
な
作
業
で
し
た
し
、
改
め
て
見

直
す
と
、
今
な
ら
も
っ
と
違
う
言
葉
に
す
る
な
と
思
う
も

の
も
あ
り
ま
す
が
、
ス
タ
ー
ト
時
に
自
分
た
ち
の
考
え
を

再
定
義
で
き
た
こ
と
は
、
非
常
に
有
意
義
で
し
た
。「
ル

ネ
ッ
セ
」
の
原
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
松
岡
さ
ん
か
ら
は
、
3
回
に
わ
た
る
巻
頭
対

談
で
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本

的
な
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
と
も
い
え
る
「
守
・
破
・
離
」
の
思

想
が
、
編
集
工
学
の
基
本
的
な
思
考
法
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
「
守
」
の
説
明
に
「〝
型
〟
は
思
っ
た
よ
り
も
自
由
だ
」

と
あ
っ
た
こ
と
が
印
象
的
で
す
。
こ
れ
に
な
ら
い
、「
ル
ネ
ッ

セ
」
も
自
由
な
方
法
論
で
進
め
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
始
動
し
た
「
ル
ネ
ッ
セ
」
で
す
が
、
も
ち
ろ

ん
最
初
か
ら
す
べ
て
が
見
通
せ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
進
め
て
い
く
な
か
で
い
く
つ
か
の
方
法
論
が
浮
か

び
、
そ
こ
か
ら
広
が
り
、
新
た
な
視
点
が
見
つ
か
る
と
い

う
作
業
を
繰
り
返
し
な
が
ら
今
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と

感
じ
て
い
ま
す
。

「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
方
法
論
の
基
礎
は
「
過
去
と
現
在
を
つ

な
ぐ
」
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
現
在
の
視
点

2
0
1
6
年
4
月
に
着
任
し
て
最
初
に
思
っ
た
の
は
、

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
・〝
文
化
〟
研
究
所
」
の
「
文
化
」
と
は
何

だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

文
化
と
は
、
芸
能
、
文
学
な
ど
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す

が
、
芸
術
や
作
品
そ
れ
自
体
を
指
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

文
化
の
語
源
は
“cultivate

”で
、「
栽
培
・
耕
作
」
を

意
味
し
ま
す
。
土
地
を
耕
し
、
種
を
蒔
き
、
水
・
養
分
を

与
え
、
収
穫
し
、
取
り
出
し
た
種
を
ま
た
植
え
る
と
い
う

人
の
営
み
、
つ
ま
り
、
文
化
に
は
人
間
が
何
ら
か
の
活
動

を
繰
り
返
し
、
承
継
し
て
い
く
こ
と
に
本
質
的
な
意
味
が

あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
環
境
や
道
具
の
変
化
に
伴
い
「
栽
培
・
耕

作
」
の
方
法
が
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
、
文
化
も
環
境
や

時
流
に
合
わ
せ
て
姿
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
す

域
社
会
が
も
っ
て
い
た
「
本
質
」
を
過
去
か
ら
掘
り
起
こ

し
、
現
在
に
合
わ
せ
て
再
起
動
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
価

値
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

か
ら
過
去
を
つ
な
ぐ
」
こ
と
。
過
去
を
追
う
研
究
者
は
い

ま
す
が
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
浸
り
が
ち
で
す
。
私
た
ち
は

日
本
を
捉
え
直
す
た
め
に
、
現
在
の
視
点
で
過
去
を
見
返

し
、
今
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
、
つ
な

が
っ
て
い
な
い
も
の
の
整
理
・
考
察
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
「
場
」
―
―
都ま

ち市
を
問
い
直
す
（
1
1
6

号
）、「
交
」
―
―
交つ

な
が
り流

を
問
い
直
す
（
1
1
7
号
）、「
耕
」

―
―
文
化
を
問
い
直
す
（
1
1
8
号
）
と
い
う
切
り
口
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
研
究
員
と
意
見
を
交
わ
し
な
が
ら
、
結
果

と
し
て
と
て
も
い
い
テ
ー
マ
を
選
定
で
き
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。

こ
う
し
た
切
り
口
を
も
と
に
刊
行
し
た
各
号
で
は
、
毎

回
新
た
な
知
見
や
気
づ
き
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
、「
場
」
が
テ
ー
マ
の
1
1
6
号
で
は
、「
大
阪

く
ら
し
の
今
昔
館
」
の
谷
直
樹
館
長
と
、
構
匠
の
三
浦
史

朗
さ
ん
が
宮
城
県
気
仙
沼
市
で
さ
れ
た
対
談
が
印
象
に

残
っ
て
い
ま
す
（「
震
災
が
問
う
社
会
と
『
場
』」）。
被
災
地

に
お
け
る
復
興
、
極
端
に
言
え
ば
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
考
え
て

い
く
観
点
か
ら
、
歴
史
や
過
去
の
「
本
質
」
を
承
継
す
る

こ
と
の
重
要
性
を
学
び
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
対
談
が
き
っ

か
け
で
、
気
仙
沼
の
復
興
と
ま
ち
づ
く
り
を
テ
ー
マ
に
、

被
災
地
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
に
取
り
組
む
吉
田
千
春
さ

ん
を
講
師
に
迎
え
て
ル
ネ
ッ
セ
・
セ
ミ
ナ
ー
を
行
う
な
ど
、

新
た
な
交
流
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

テ
ー
マ
を
「
交
」
と
し
た
1
1
7
号
で
は
、
現
代
に

お
け
る
「
講
」
を
研
究
さ
れ
て
い
る
長
谷
部
八
朗
駒
澤
大

学
学
長
と
、
奈
良
で
土
木
や
伝
統
建
築
な
ど
を
手
掛
け
る

尾
田
栄
章
さ
ん
（
㈱
尾
田
組
会
長
）
の
「
講
的
な
も
の
」

に
関
す
る
対
談
が
興
味
深
か
っ
た
で
す
（「『
講
』
的
集
団

と
か
つ
て
の
イ
ン
フ
ラ
事
業
に
学
ぶ
『
交
』
の
あ
り
方
」）。
な

か
で
も
長
谷
部
先
生
が
、「
講
」
が
歴
史
の
文
脈
で
語
ら

れ
る
も
の
で
な
く
、
現
代
の
日
本
社
会
で
も
必
要
な
も
の
、

と
話
し
て
お
ら
れ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

「『
文
化
』
と
は
何
か
？
」

―
―
す
べ
て
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た

 │
フ
ェ
ー
ズ 

1
│

過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ

―
―
「
現
在
の
視
点
」
に
立
つ
重
要
性

べ
て
を
変
え
る
の
で
は
な
く
、「
本
質
」
を
残
し
な
が
ら
、

最
適
化
・
洗
練
化
し
て
い
く
の
が
承
継
の
本
来
の
あ
り
方

で
す
。

こ
の
よ
う
に
文
化
本
来
の
意
味
を
捉
え
直
す
と
、
現
代

社
会
の
ゆ
が
み
の
原
因
が
見
え
て
き
ま
す
。
何
で
も
か
ん

で
も
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
志
向
し
、「
違
う
こ
と
」「
別
の

も
の
」
を
求
め
続
け
た
結
果
、
本
来
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の

を
残
せ
ず
、「
本
質
」
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

現
代
社
会
が
こ
れ
ま
で
の
価
値
観
や
規
範
・
制
度
と
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
適
合
不
全
を
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
本
来

受
け
継
ぐ
べ
き
文
化
の
「
本
質
」
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

停
滞
す
る
日
本
を
再
び
活
性
化
さ
せ
る
た
め
、
失
っ
た

「
本
質
」
を
現
代
に
取
り
戻
そ
う
と
、
私
が
提
唱
し
た
の

が
「
ル
ネ
ッ
セ
（R

enesse

）」
で
す
。
ラ
テ
ン
語
の
「
再

び
（ren

）」
と
「
実
在
す
る
（esse

）」
を
掛
け
合
わ
せ
た

造
語
で
、
私
た
ち
の
生
活
文
化
の
基
盤
で
あ
る
都
市
・
地

翻訳－変換－編集
コード（本質）➡モード化（様式・方法論）

外（ソト）

内（ウチ）

過去
を知る

社会・ 
生活への

貢献

実験
実践情報融合

 〔混じりあい〕

本質発掘

 〔見える化〕

想像

 〔ありたい姿〕

創造

 〔形にする〕

知的基盤〔歴史・古典・哲学等〕を耕す×五感を磨く
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時間軸

地
理
軸

本質をつかみ、基本の型を
徹底し、自分のものとする

新たなこと、異なることに学び
基本の型を超える

実践・反省を繰り返して
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反省

守 破 離

未来
を読む
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新たな
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異なる
コト・モノ

フィードバック

■ルネッセ（再起動）の方法論
 「ル

ネ
ッ
セ
」を
総
括
す
る

―
―
2
年
間
の
活
動
を
振
り
返
っ
て

本
誌
1
1
5
号「
都
市
・
地
域
の
ル
ネ
ッ
セ（
再
起
動
）に
向
け
て
」
で
の
提
言
か
ら
始
ま
っ
た「
ル
ネ
ッ
セ
」。

理
念
で
も
あ
り
実
践
的
行
動
で
も
あ
る「
ル
ネ
ッ
セ
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
活
動
領
域
を
広
げ
、

多
く
の
方
々
と
互
い
に
知
的
交
流
を
続
け
な
が
ら
、
未
来
へ
つ
な
が
る
実
り
を
生
み
出
し
て
き
た
。

今
号
で
は
、
そ
の
総
集
編
と
し
て
、

提
唱
者
で
も
あ
る
池
永
寛
明
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
所
長
が「
ル
ネ
ッ
セ
」
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、

「
ル
ネ
ッ
セ
」
に
関
わ
り
の
あ
る
方
々
か
ら
の
寄
稿
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
掲
載
し
、
2
年
間
の
活
動
を
振
り
返
る
。

池
永
寛
明

Iken
ag

a H
iro

aki

加
藤
し
の
ぶ
＝
構
成
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vol.116

「ナレッジキャピタル大学校」は「学校や社会の枠組みを超えた新しい学びの場」づく
りを目的として行われ、「ルネッセ」に関わる人 も々多く講師として登場した。

vol.117

vol.119

vol.120

「上方生活文化堂」開催のきっかけとなった「外国の皆さまと考える“和の住まい文化劇
場”──上方の生活文化を感じる1日」（2017年）での書道のワークショップの様子。

「
耕
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
1
1
8
号
は
、「
ル
ネ
ッ
セ
」

に
た
び
た
び
ご
登
場
い
た
だ
い
て
い
る
イ
タ
リ
ア
ン
シ
ェ

フ
の
永
松
信
一
さ
ん
と
、
映
画
制
作
な
ど
に
携
わ
る
小
倉

美
惠
子
さ
ん
の
対
談
で
す
（「
人
と
人
、
人
と
風
土
を
つ
な
ぐ

食
文
化
」）。
こ
こ
で
感
じ
た
の
は
「
実
践
す
る
こ
と
の
迫

力
」。
永
松
さ
ん
が
30
年
近
く
、
食
を
通
し
て
イ
タ
リ
ア

と
日
本
を
つ
な
い
で
き
た
活
動
の
迫
力
、
小
倉
さ
ん
が
地

域
を
掘
り
起
こ
し
て
映
像
と
し
て
残
し
て
い
く
と
い
う
迫

力
、
ま
さ
に
過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
実
践
の
重
要
性
を
こ

こ
で
学
び
ま
し
た
。

1
1
6
～
1
1
8
号
で
日
本
を
深
掘
り
し
て
い
く
な

か
で
、
こ
の
国
の
大
き
な
問
題
と
し
て
、
自
国
（
内
）
に

は
あ
る
程
度
詳
し
い
け
れ
ど
も
、
外
国
（
外
）
へ
の
関
心

 │
フ
ェ
ー
ズ 

2
│

内
と
外
、日
本
と
世
界
を
つ
な
ぐ

―
―
「
ル
ネ
ッ
セ
」を
物
語
る
言
葉
と
の
出
合
い

が
薄
い
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

次
は
外
へ
目
を
向
け
、
世
界
で
独
自
の
存
在
感
を
示
す
国

に
学
ぼ
う
と
、「
外
に
学
び
、
つ
く
り
直
す
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

編
（
1
1
9
号
）、
ア
ジ
ア
編
（
1
2
0
号
）
と
し
て
、
課
題

解
決
に
向
け
た
実
践
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
編
で
は
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン

マ
ー
ク
を
訪
れ
、
世
界
各
国
の
多
様
な
カ
ル
チ
ャ
ー
を
も

つ
学
生
を
集
め
て
議
論
し
て
い
る
現
場
を
目
の
当
た
り
に

し
ま
し
た
。
日
本
が
い
か
に
そ
の
辺
り
が
弱
い
か
と
い
う

こ
と
も
痛
感
し
ま
し
た
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ン
ス

ク
ー
ル
C
I
I
D
の
C
E
O
シ
モ
ー
ナ
・
マ
ス
キ
さ
ん

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
衝
撃
的
で
し
た
。

「
技
術
と
社
会
を
つ
な
ぐ
の
は
『
文
化
』
で
あ
り
、
多
様

な
『
文
化
』
の
融
合
で
す
」

過
去
と
現
在
、
内
と
外
を
つ
な
ぐ
た
め
の
方
法
を
探
る

な
か
で
出
合
っ
た
こ
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
「
ル
ネ
ッ
セ
」

を
物
語
る
一
番
の
言
葉
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
ジ
ア
編
で
は
、
今
、
猛
ス
ピ
ー
ド
で
進
化
し
続
け
て

い
る
中
国
・
深し

ん

圳せ
ん

と
、
国
家
を
あ
げ
て
S
T
E
M
教
育

に
取
り
組
む
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
れ
ま
し
た
。
も
の
づ
く

り
の
ス
ピ
ー
ド
の
速
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
ど
ち
ら
の
国
か
ら

も
貪
欲
に
成
長
し
よ
う
と
い
う
熱
量
に
大
い
に
感
銘
を
受

け
ま
し
た
。
で
す
が
一
方
で
、「
文
化
力
」
が
そ
れ
に
追

い
つ
い
て
い
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ま
し
た
。
翻
っ
て
今
の

日
本
の
状
況
は
、
独
自
の
「
文
化
力
」
を
も
ち
な
が
ら
そ

れ
を
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
私
た
ち
に
も
ま
だ

ま
だ
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
改
め
て
気

づ
か
さ
れ
ま
し
た
。　

2
年
に
わ
た
る
「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
実
践
を
通
し
て
、
私

た
ち
が
な
す
べ
き
こ
と
が
具
体
的
に
見
え
て
き
た
よ
う
に

感
じ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
「
情
報
を
多
角
的
に
集
め
る
こ
と
」。
都
市
や

地
域
が
も
っ
て
い
た
「
本
質
」
を
再
起
動
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
そ
の
も
と
と
な
る
情
報
を
集
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
情
報
の
断
片
を
融
合
し
、
混
じ
り
あ
わ
せ
る
こ

と
で
、
新
た
な
価
値
を
つ
く
り
だ
す
下
地
を
生
み
出
せ
る

の
で
す
。
そ
の
情
報
を
集
め
る
た
め
の
力
、
そ
し
て
想
像

力
を
働
か
せ
る
の
に
必
要
な
の
が
「
五
感
」
な
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
「
学
び
の
多
層
化
」。「
五
感
」
を
養
い
、
想
像
力

を
働
か
せ
る
た
め
の
源
泉
を
鍛
え
る
た
め
に
は
、
学
び
の

場
が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
知
が

集
い
、
世
代
や
立
場
を
超
え
た
人
々
が
混
じ
り
あ
っ
て
学

ぶ
場
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
ナ
レ
ッ
ジ

キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」
は
そ
の
好
例
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

最
近
で
は
、
江
戸
後
期
の
大
坂
商
人
で
浮
世
絵
師
、
戯
作

者
で
も
あ
っ
た
暁

あ
か
つ
き

鐘か
ね

成な
り

が
知
の
交
換
・
共
有
の
場
と
し

て
行
っ
た
「
汁
講
」
を
復
活
さ
せ
た
「
現
代
版
『
汁
講
』」

を
開
催
し
、
手
ご
た
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

最
後
は
「
翻
訳
・
編
集
」
す
る
力
。
こ
れ
が
一
番
重
要

で
、
多
様
な
情
報
を
得
て
、
学
び
な
が
ら
現
代
に
新
た
な

価
値
を
創
造
す
る
作
業
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
す
。
つ
ま

り
掘
り
起
こ
し
た
本
質
（
コ
ー
ド
）
を
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

な
り
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル
と
い
う
形
で
、
現
在
に
通
じ
る

様
式
・
方
法
論
（
モ
ー
ド
）
に
変
換
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ベ
ー
ス
と
な
る
基
盤
、
プ
ロ
ト
コ

ル
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
す
。
変
換

と
い
う
翻
訳
・
編
集
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
が
大
事
に

な
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
も
や
は
り

「
五
感
」
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
日
本
人
は
「
五
感
」
を
働
か
せ
て
外
か
ら
の

情
報
や
モ
ノ
、
コ
ト
、
技
術
を
感
性
に
よ
っ
て
磨
き
あ
げ
、

洗
練
や
心
地
よ
さ
を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
感
性

こ
そ
が
「
五
感
」
で
す
。
今
、
失
い
か
け
つ
つ
あ
る
「
五

感
」
を
取
り
戻
す
た
め
の
取
り
組
み
が
必
要
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
活
動
を
通
し
て
多
く
の

方
々
と
交
流
を
深
め
、
挑
戦
的
な
実
践
の
場
の
数
々
を
生

み
出
し
た
の
は
大
き
な
成
果
で
し
た
。「
大
阪
く
ら
し
の

今
昔
館
」
と
産
経
新
聞
社
と
協
力
し
て
開
催
し
た
「
上
方

生
活
文
化
堂
」
は
、
過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
場
と
し
て

「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
実
践
例
と
な
り
ま
し
た
し
、「
ル
ネ
ッ

セ
」
に
関
わ
る
多
く
の
人
が
参
加
し
た
「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ

ピ
タ
ル
大
学
校
」
は
、
大
阪
の
学
び
の
源
流
を
明
ら
か
に

し
な
が
ら
そ
れ
を
現
在
に
再
現
し
た
新
た
な
学
び
の
場
の

創
出
と
な
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
ル
ネ
ッ
セ
」
に
共
感
し
て
く
だ
さ
る
企
業
と
の

新
た
な
交
流
が
多
く
始
め
ら
れ
た
こ
と
も
予
想
外
の
収
穫

で
し
た
。
た
と
え
ば
、
大
阪
寿
司
の
復
権
と
発
展
を
目
指

し
て
い
る
㈱
M
i
z
k
a
n
（
大
阪
支
店
）、
自
転
車
の
あ

る
暮
ら
し
で
人
が
も
つ
力
を
発
揮
さ
せ
た
い
と
願
う
㈱
シ

マ
ノ
と
い
っ
た
企
業
と
「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
視
点
を
通
し
て

つ
な
が
っ
て
い
け
た
こ
と
は
、
私
た
ち
が
な
す
べ
き
こ
と

の
実
現
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
と
思
い
ま
す
し
、

そ
う
い
う
輪
が
ま
す
ま
す
広
が
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

次
か
ら
は
「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
活
動
に
関
わ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
方
々
の
寄
稿
や
談
話
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
こ
か

ら
も
、
私
た
ち
の
蒔
い
た
小
さ
な
種
が
大
き
く
咲
き
は
じ

め
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

広
が
り
、
展
開
し
て
い
く
「
ル
ネ
ッ
セ
」
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「大阪くらしの今昔館」で行われた「大坂町家劇場」では、外国人の方が和服姿になり、さ
まざまな文化を体験した。

天保初年（1830年前半）の大坂の町並みを再現する、「大阪くら
しの今昔館」。

「ナレッジキャピタル大学校」にも参加した谷氏。「『大坂城と船
場が輝いていた時代』と現代を問う」と題した講義が行われた。

36
年
前
、
私
は
国
立
民
族
学
博
物
館
の

梅
棹
忠
夫
館
長
が
主
宰
す
る
『Seventy-

seven keys to the civilization of 

Japan

（
日
本
文
明
77
の
鍵
）』
の
出
版
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
。
こ
の
本
は
、

日
本
で
開
か
れ
た
世
界
の
有
名
ホ
テ
ル
の

総
会
に
合
わ
せ
て
作
っ
た
英
語
版
の
日
本

案
内
で
あ
る
。「
日
本
人
は
ど
こ
か
ら
き

た
か
」「
自
由
都
市
」「
大
坂
」「
黒
船
」

「
テ
レ
ビ
」「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
」
な
ど
日
本

の
歴
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
世
界
的
・
歴
史

的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
と
ら
え
、

外
国
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的

に
編
集
さ
れ
た
。
併
せ
て
日
本
人
自
身
が

見
落
と
し
て
き
た
日
本
文
明
の
姿
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
、
当
時
と
し
て
は
画

期
的
な
企
画
で
あ
っ
た
。

２
０
０
１
年
、
大
阪
の
住
ま
い
文
化
を

テ
ー
マ
に
し
た
「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔

館
」（
大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は
、
上
方
の

生
活
文
化
を
深
く
知
り
た
い
と
い
う
回
答

が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
取
材
し
た
産
経
新
聞

社
の
安
藤
編
集
企
画
室
長
（
当
時
）
か
ら
、

池
永
所
長
と
私
に
連
続
講
座
開
催
の
申
し

入
れ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
江
戸
時
代
の

私
塾
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
「
上
方
生
活
文
化

堂
」（
産
経
新
聞
社
主
催
、
Ｃ
Ｅ
Ｌ
・
今
昔
館

の
企
画
）
を
開
講
し
、
大
阪
の
伝
統
的
な

活
文
化
に
関
す
る
話
、
最
後
に
若
手
天
才

料
理
人
で
あ
る
栫か

こ
い

山や
ま

一か
ず

希き

氏
の
手
に
な
る

上
方
料
理
を
味
わ
う
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

毎
月
１
回
、
20
人
の
小
さ
な
講
座
で
あ
る

が
、
受
講
者
か
ら
は
高
い
評
価
を
い
た
だ

い
た
。

日
本
文
化
の
紹
介
は
、
こ
れ
ま
で
、
茶

の
湯
や
歌
舞
伎
な
ど
日
本
独
自
の
文
化
を

強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル

時
代
に
お
け
る
日
本
紹
介
は
、
さ
ら
に
一

歩
進
ん
だ
仕
掛
け
が
必
要
に
な
る
。
今
回
、

Ｃ
Ｅ
Ｌ
と
共
同
で
企
画
し
た
「
和
の
住
ま

い
文
化
劇
場
」
と
「
上
方
生
活
文
化
堂
」

を
通
し
て
、
住
ま
い
に
お
け
る
和
の
暮
ら

し
や
「
も
て
な
し
」
の
生
活
文
化
の
魅
力

を
伝
え
る
こ
と
が
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る

こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
と
く
に
外
国
人
に

と
っ
て
は
、
自
国
の
暮
ら
し
と
比
較
し
な

が
ら
日
本
の
生
活
文
化
を
体
感
す
る
こ
と

で
、
知
識
だ
け
の
理
解
で
は
得
ら
れ
な
い

共
感
が
生
ま
れ
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
も

昔
の
文
化
を
学
び
、
今
と
比
較
す
る
こ
と

で
、
こ
れ
か
ら
の
文
化
を
考
え
る
き
っ
か

け
に
な
る
。
ま
さ
に
「
大
阪
く
ら
し
の
今

昔
館
」
の
名
前
通
り
の
効
果
で
あ
る
。

「
過
去
を
掘
り
起
こ
し
、
本
質
を
読
み
込

み
、
現
在
・
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
」。
こ
れ

は
池
永
所
長
が
提
唱
す
る
「
ル
ネ
ッ
セ
」

の
理
念
で
あ
り
、
今
昔
館
の
目
的
と
も
重

な
っ
て
い
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｌ
と
今
昔
館
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
出
し
合
い
、
連
携

し
て
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
で
大
き
な
成

果
を
残
す
こ
と
が
で
き
た
。「
大
阪
く
ら

し
の
今
昔
館
」
は
、
こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ

ま
な
団
体
と
連
携
し
、
住
ま
い
の
文
化
を

通
し
て
大
阪
に
お
け
る
文
化
創
造
の
一
翼

を
担
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

今
昔
館
の
町
家
を
見
学
し
、
演
劇
形
式
の

案
内
に
よ
っ
て
当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
学

び
（
大
坂
町
家
劇
場
）、
つ
ぎ
に
吉
田
家
住

宅
に
場
所
を
移
し
て
上
方
舞
・
茶
の
湯
・

書
道
な
ど
上
方
文
化
の
粋す

い

を
体
験
す
る
と

い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
、
３
日
間
に
17
カ

国
58
人
の
外
国
人
の
参
加
が
あ
っ
た
。
さ

ら
に
「
上
方
の
生
活
文
化
」
を
考
え
る
総

括
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
生
活
の
場
で
あ

る
住
ま
い
か
ら
和
の
文
化
を
体
験
す
る
機

会
が
少
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
今
後
の

住
ま
い
・
ま
ち
・
都
市
戦
略
、
文
化
・
観

光
な
ど
に
つ
い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。

が
開
館
し
た
。
私
は
、
館
長
と
し
て
梅
棹

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
学
ん
だ
こ
と
を
応
用
す

る
こ
と
に
し
た
。「
住
ま
う
こ
と
」
を
通

し
て
、「
歴
史
に
学
び
、
世
界
と
比
較
し
、

現
代
を
知
り
、
未
来
を
考
え
る
」
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
を
展
示
の
基
本
に
据
え
た
。

当
初
は
日
本
人
来
館
者
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

２
０
０
３
年
の
観
光
立
国
宣
言
以
降
、
政

府
に
よ
る
海
外
か
ら
の
観
光
客
誘
致
が
実

を
結
び
、
今
昔
館
で
も
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

（
訪
日
外
国
人
旅
行
者
）
が
増
え
て
き
た
。

ま
た
２
０
１
３
年
に
「
和
食
;日
本
人
の

伝
統
的
な
食
文
化
」
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
世
界
的
に
「
和
の

文
化
」
が
注
目
さ
れ
た
結
果
、
和
の
住
ま

い
文
化
へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
る
。

住
ま
い
文
化
を
テ
ー
マ
に
し
た

「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」

C
E
L
と
共
同
で
行
っ
た

外
国
人
の
た
め
の
住
ま
い
劇
場

江
戸
時
代
の
私
塾
に
な
ら
っ
た

上
方
生
活
文
化
堂

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
今
昔
館
で
は
、

２
０
１
７
年
、
内
閣
官
房
の
「
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
基
本
方
針
推

進
調
査
」
の
採
択
を
受
け
、「
外
国
の
皆

さ
ま
と
考
え
る
〝
和
の
住
ま
い
文
化
劇

場
〟
―
―
上
方
の
生
活
文
化
を
感
じ
る
一

日
」
が
開
か
れ
た
。
こ
れ
は
今
昔
館
の
再

現
町
家
と
、
地
元
に
あ
っ
て
今
も
生
活
の

場
で
あ
る
吉
田
家
住
宅
（
１
９
２
１
年
建

築
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
）
を
舞
台
に
、

外
国
の
方
と
大
阪
の
「
和
の
住
ま
い
文

化
」
を
再
発
見
す
る
試
み
で
あ
る
。
イ
ベ

ン
ト
に
際
し
て
、
今
昔
館
と
連
携
協
定
を

結
ん
で
い
る
Ｃ
Ｅ
Ｌ
（
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
文
化
研
究
所
）
の
全
面
的
な
協
力
を

得
た
。
池
永
所
長
と
弘
本
研
究
員
に
は
、

企
画
だ
け
で
な
く
、
文
化
・
芸
術
団
体
や

関
西
の
領
事
館
と
の
交
渉
を
お
願
い
し
、

事
業
の
成
功
へ
と
導
い
て
い
た
だ
い
た
。

イ
ベ
ン
ト
の
内
容
は
、
ま
ず
着
物
姿
で

「
衣
・
食
・
住
・
遊
」

の
文
化
を
、
実
物
資
料

の
鑑
賞
と
上
方
料
理
に

よ
っ
て
学
ぶ
と
い
う
メ

ニ
ュ
ー
を
提
案
し
た
。

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場

と
し
て
吉
田
家
に
座
敷

の
開
放
を
お
願
い
し
、

床
・
棚
・
書
院
を
も
つ

８
畳
間
と
隣
の
６
畳
間

を
「
続
き
間
」
と
し
て

使
い
、
床
の
間
に
季
節

の
掛
軸
や
ひ
な
人
形
・

五
月
人
形
を
飾
っ
た
。

講
座
は
、
今
昔
館
所

蔵
『
浪
花
行
事
十
二

月
』
の
紹
介
に
始
ま
り
、

今
昔
館
の
学
芸
員
と
池

永
所
長
に
よ
る
実
物
資

料
を
交
え
た
大
阪
の
生

過
去
の
生
活
文
化
を
掘
り
起
こ
し

未
来
を
考
え
る
き
っ
か
け
に

Tan
i N

ao
ki

谷
直
樹

たに・なおき
1948年生まれ。「大阪くらしの今昔館」館長。大阪市立大
学名誉教授。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』（平凡社）など。

上
方
の
生
活
文
化
・
建
築
文
化
の
研
究
を
通
し
て
、
日
本
の
伝
統
文

化
の
魅
力
を
伝
え
て
き
た「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」
の
谷
直
樹
館

長
。
過
去
の
学
び
か
ら
現
在
、
未
来
を
考
え
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢

は
、「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
理
念
と
共
鳴
す
る
も
の
だ
。
こ
れ
ま
で
に

C
E
L
と
連
携
し
て
行
っ
て
き
た
多
く
の
活
動
を
振
り
返
り
な
が

ら
、
成
果
や
今
後
の
展
望
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

ル
ネ
ッ
セ
総
括
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鍋井克之『大阪ぎらい物語』。

『天保山名所図会』の巻末に暁鐘成が掲載した、
天保山の形をした亀の菓子器の広告。「天保山名
器蓬莱型畧図」の題に貴人のもっともらしい和歌
がしたためられ、右下には「熨斗鎮、文鎮、菓子
器等の奇品也、諸君のもとめをこいねがう」（原
文は漢文）と熱い宣伝文が書かれる。

天保亀の模型。左の『天
保山名所図会』の図から
橋爪氏がブロンズ粘土で
考証再現した。

第10回上町台地 今昔フォーラム「復活！現代版『汁講』＝『知る講』」では、橋
爪氏が中心となり、暁鐘成の人物像や事績などを解説した。

作
品
や
資
料
を
再
検
証
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
一
方
、
世
間
で
は
大
阪
文
化
の
分
厚

さ
も
知
ら
ず
、
誰
か
の
言
い
な
り
に
な
っ

た
軽
薄
な
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
の
大
阪
の
イ

メ
ー
ジ
が
吹
聴
さ
れ
て
い
た
。
歴
史
的
な

文
化
芸
術
の
厚
み
を
忘
却
し
て
、
大
阪
の

「
地
盤
沈
下
」
を
解
決
す
る
も
何
も
な
い

も
の
で
あ
る
。

《
モ
ダ
ニ
ズ
ム
心
斎
橋
》
展
に
つ
い
て
は
、

翌
2
0
0
6
年
の
情
報
誌
『
C
E
L
』

76
号
に
批
評
「〝
街
の
記
憶
〟
へ
の
タ
イ

ム
ト
ラ
ベ
ル
―
―
《
モ
ダ
ニ
ズ
ム
心
斎

橋
》
展
と
は
何
だ
っ
た
か
」
を
掲
載
し
、

「
美
術
都
市
・
大
阪
発
見
」
も
連
載
し
た
。

個
人
的
に
は
心
斎
橋
筋
の
本
と
書し

よ

肆し

を

テ
ー
マ
と
し
た
『
新し

ん

菜さ
い

箸ば
し

本ほ
ん

撰え
ら
み

』（
中
尾

書
店
発
行
）
な
る
同
人
誌
を
創
刊
し
た
。

し
か
し
、
天
空
を
支
え
る
ア
ト
ラ
ス
の

最
近
の
大
阪
に
い
さ
さ
か
嫌
気
が
さ
し

て
い
る
。
洋
画
家
・
鍋
井
克
之
が
随
筆
集

『
大
阪
ぎ
ら
い
物
語
』（
1
9
6
2
年
刊
）
の

装
釘
で
、“A lover of O

saka grum
bles”

と
書
き
込
ん
だ
よ
う
に
、
大
阪
が
大
好
き

な
人
間
が
、ぶ
つ
ぶ
つ
愚
痴
（grum

ble

）
っ

て
い
る
の
は
、
大
阪
人
の
伝
統
か
も
知
れ

な
い
が
…
…
。

「
地
盤
沈
下
」
と
い
う
言
葉
も
、
す
で
に

昭
和
の
雰
囲
気
横お

う

溢い
つ

だ
が
、
わ
が
町
を
少

し
で
も
浮
上
さ
せ
る
た
め
、
私
も
大
阪
市

の
新
し
い
美
術
館
建
設
の
準
備
室
に
18
年

間
、
在
籍
し
、
そ
の
後
は
大
学
で
美
術
史

を
教
え
、
大
阪
の
文
化
芸
術
の
普
及
や
発

展
に
微
力
な
が
ら
尽
力
し
て
き
た
。
が
、

皆
で
大
阪
を
「
ル
ネ
ッ
セ
」
さ
せ
よ
や
お

ま
へ
ん
か
と
言
わ
れ
て
も
、
艱
難
辛
苦
は

如
何
ば
か
り
。
優う

曇ど
ん

華げ

の
咲
き
た
る
春
を

迎
え
る
と
も
思
わ
れ
ず
、
老
い
た
敵
討
ち

の
浪
人
の
心
境
の
如
く
、
年
齢
と
と
も
に

面
倒
く
さ
く
な
っ
て
き
た
。
少
年
時
代
に

衝
撃
的
だ
っ
た
小
松
左
京
『
日
本
沈
没
』

の
名
言
「
何
も
せ
ん
ほ
う
が
え
え
」
も
思

い
起
こ
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
C
E
L

の
提
唱
す
る
「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
企
画
に
は
、

な
ぜ
だ
か
、
こ
れ
ま
で
色
々
参
加
さ
せ
て

も
ら
っ
て
い
る
。

上
町
台
地 

今
昔
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、

2
0
1
5
年
3
月
、「
と
っ
て
お
き
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
・
ト
ー
ク
／
憧
れ
の
百
貨

店
・
商
店
街
と
大
阪
の
都
市
居
住
文
化
」

で
、〝
大
大
阪
〟
時
代
を
中
心
に
百
貨
店

文
化
を
話
し
た
。
2
0
1
7
年
2
月
は
、

川
崎
巨き

よ

泉せ
ん

や
山
内
神し

ん

斧ぷ

、
森
田
乙お

つ

三さ
ん

洞ど
う

ら

〝
趣
味
人
〟
と
郷
土
玩
具
を
「〝
し
ゅ
み
じ

大
阪
を
「
ル
ネ
ッ
セ
」
さ
せ
る

艱か
ん

難な
ん

辛し
ん

苦く

の
道
の
り

忘
却
さ
れ
た
文
化
芸
術
の

歴
史
的
厚
み
を
取
り
戻
す
た
め
に

〝
街
の
記
憶
〟
を
呼
び
覚
ま
し

文
化
的
土
壌
を
回
復
さ
せ
る

ん
〟
の
ま
ち
・
大
阪
レ
ビ
ュ
ー
／
郷
土
玩

具
か
ら
広
が
る
「
趣
味
人
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
近
代
・
大
阪
の
創
造
力
」
で
と
り
あ

げ
た
。

2
0
1
8
年
3
月
、
大
阪
の
出
版
を

テ
ー
マ
に
「〝
知
〟
の
舟
を
漕
い
で
／
上

町
台
地
発
、〝
本
〟
を
め
ぐ
る
時
空
の
旅

へ
～
こ
と
ば
と
本
を
愛
す
る
人
た
ち
の
迷

宮
都
市
再
び
～
」、
同
年
9
月
に
、
味
噌

汁
坊
一
禅
と
名
の
っ
て
清
談
会
を
開
い
た

暁あ
か
つ
き

鐘か
ね

成な
り

を
と
り
あ
げ
た
「
復
活
!
現
代

版
『
汁
講
』
＝
『
知
る
講
』」
で
司
会
や

資
料
展
示
を
行
っ
た
。
各
回
の
内
容
は
、

C
E
L
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
御
覧
い
た

だ
き
た
い
が
、
刊
行
さ
れ
た
「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
」
号
外
全
10
号
の
う
ち
4

号
に
私
は
関
係
し
て
い
る
。

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
の
都
市
魅
力
研

究
室
で
の
大
阪
万
博
・
大
大
阪
に
関
す

る
セ
ミ
ナ
ー
や
、「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ

ル
大
学
校
」
で
講
演
も
し
、
情
報
誌

『
C
E
L
』
1
1
8
号
「
ル
ネ
ッ
セ
『
耕
』

―
―
文
化
を
問
い
直
す
」
に
も
、「『
浪
花

百
景
』
―
―
ま
ず
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
の
迷

路
に
踏
み
込
ん
で
み
る
」
を
寄
稿
し
た
。

ず
ぼ
ら
な
わ
り
に
色
々
仕
事
を
し
た
が
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
依
頼
さ
れ
た
テ
ー
マ
―
―

百
貨
店
文
化
、
趣
味
人
、
出
版
、
暁
鐘
成

は
、
政
治
経
済
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
般

的
な
美
術
史
で
も
、
脇
道
の
よ
う
な
特
殊

な
も
の
に
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
、
近
世
以
降
、
現
代
に
至
る
大
阪
文
化

を
考
え
る
上
で
は
、
決
し
て
脇
道
で
は
な

く
本
筋
を
行
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要

性
に
気
づ
い
た
の
は
、
2
0
0
5
年
に
大

阪
市
立
近
代
美
術
館
建
設
準
備
室
が
主
催

し
た
「〝
大
大
阪
〟
誕
生
80
年
記
念
《
モ

ダ
ニ
ズ
ム
心
斎
橋
》
展
」
の
と
き
で
あ
る
。

展
覧
会
で
は
心
斎
橋
筋
を
中
心
に
、
道

頓
堀
や
難
波
、
千
日
前
に
も
連
な
る
繁
華

街
の
歴
史
と
文
化
を
掘
り
下
げ
、
多
く
の

よ
う
に
懸
命
に
踏
ん
張
っ
て
い
た
つ
も
り

の
大
阪
の
地
盤
は
、
す
で
に
沈
下
し
き
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
C
E
L
の
提
唱
す
る

「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
理
念
は
「
過
去
を
掘
り

起
こ
し
、
本
質
を
読
み
込
み
、
現
在
・
未

来
へ
と
つ
な
ぐ
」
で
あ
り
、「
再
起
動
」

へ
と
ス
テ
ー
ジ
が
進
ん
で
い
る
。
そ
こ
で

の
「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
即
効
薬
を
私
は
知
ら

な
い
。
そ
れ
は
そ
の
道
の
専
門
家
が
提
起

す
る
だ
ろ
う
。

私
か
ら
提
言
で
き
る
と
す
れ
ば
、
痩
せ

細
っ
た
土
地
に
再
び
豊
か
な
稔
り
を
も
た

ら
す
に
は
、
土
壌
改
良
を
行
う
し
か
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
あ
る
大
阪
の
文
化
的
土
壌
を
カ
ラ

カ
ラ
に
干
か
ら
び
さ
せ
、
衰
え
さ
せ
た
の

が
、
歴
史
を
学
ば
な
い
（
も
と
よ
り
知
る

気
も
な
い
）、
目
先
の
効
率
主
義
、
文
化
軽

視
の
姿
勢
で
あ
る
こ
と
は
、
心
あ
る
大
阪

人
の
誰
も
が
感
じ
て
い
る
。
間
違
っ
て
も

土
壌
そ
の
も
の
を
入
れ
替
え
る
の
で
は
な

い
。「
ル
ネ
ッ
セ
」
を
支
え
る
た
め
の
土

壌
を
、
古
い
土
も
最
大
限
に
生
か
し
て
粘

り
強
く
耕
し
、
肥
や
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
重
要
な
の
が
〝
街
の
記
憶
〟
を

呼
び
覚
ま
す
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
蓄
積

さ
れ
て
い
た
文
化
的
土
壌
の
厚
み
を
回
復

さ
せ
る
う
え
で
〝
街
の
記
憶
〟
は
、
個
人

の
人
生
を
超
え
て
遙
か
な
過
去
に
さ
か
の

ぼ
る
養
分
で
あ
る
。
同
時
に
、
未
来
の

〝
記
憶
〟
? 

を
も
夢
見
さ
せ
る
引
き
金
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。

はしづめ・せつや
1958年、大阪府生まれ。大阪大学総合学術博物館教授、
同大学院文学研究科兼任。専門は日本近世・近代美術史。
東京藝術大学助手から大阪市立近代美術館（仮称）建設準
備室学芸員を経て現職。主な著書に『モダン心斎橋コレ
クション』『大大阪イメージ』、共著に『大阪の橋ものが
たり』など。

文
化
的
な
土
壌
改
良
が

大
阪
の
地
盤
沈
下
を
解
決
す
る
、か
？

橋
爪
節
也

H
ash

izu
m

e Setsu
ya

大
阪
を
中
心
と
し
た
近
世
・
近
代
美
術
を
研
究
し
、
そ
の
普
及
・
発

展
に
努
め
て
き
た
、
橋
爪
節
也
大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館
教
授
。

現
在
・
未
来
に
過
去
の
文
化
を
つ
な
げ
る
難
し
さ
に
苦
心
し
な
が
ら

も
、
地
道
に
活
動
を
続
け
て
き
た
橋
爪
氏
は
、
「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
協

力
者
と
し
て
心
強
い
存
在
だ
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振
り
返
り
な
が

ら
、
未
来
に
向
け
て
の
視
座
を
提
示
し
て
い
た
だ
い
た
。

ル
ネ
ッ
セ
総
括
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右／酢づくりの歴史や
食文化を学べる、愛知
県半田市にあるミツカン
ミュージアム。
左／昨年10月に開かれ
た、大阪寿司のPRイベ
ント。

右／自転車・釣り文化を
紹介する、グランフロン
ト大阪内のシマノスクエ
ア。
左／「散走」はゆっくり
自転車を走らせながら、
街並みや自然を楽しむ。

1
8
0
4
年
に
尾
張
国
知
多
郡
半
田

村
（
現
在
は
愛
知
県
半
田
市
）
で
創
業
し
た

ミ
ツ
カ
ン
の
歴
史
は
、
寿
司
と
深
い
関
係

に
あ
り
ま
す
。
酒
造
が
盛
ん
だ
っ
た
地
域

で
創
業
家
は
、
酒
粕
を
用
い
た
赤
酢
の
生

産
に
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
見
出
し
ま
し
た
。

鉄
の
街
・
堺
市
で
１
９
２
１
年
に
創
業

し
た
シ
マ
ノ
は
、
自
転
車
の
変
速
機
や
ブ

レ
ー
キ
と
い
っ
た
主
要
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
、

釣
具
な
ど
を
つ
く
っ
て
き
た
「
も
の
づ
く

り
企
業
」。
派
手
な
宣
伝
よ
り
、「
い
い
も

の
を
つ
く
れ
ば
使
っ
て
も
ら
え
る
」
の
信

念
で
金
属
を
叩
い
て
形
を
つ
く
り
、
開
発

と
製
造
に
励
ん
で
き
ま
し
た
。「
文
化
の

創
造
」
な
ど
と
い
っ
て
も
、
社
員
の
多
く

究
を
進
め
、
さ
ら
に
P
R
イ
ベ
ン
ト
ま
で

行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
そ
う
し
た

問
題
意
識
が
背
景
に
あ
り
ま
し
た
。

も
と
も
と
小
さ
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し

て
始
ま
り
ま
し
た
の
で
、
当
初
は
社
内
で

も
応
援
し
て
く
れ
る
人
も
少
な
く
、
存
続

の
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
折
に
縁
あ
っ
て
松
岡
正
剛
さ
ん
や

情
報
誌
『
C
E
L
』
と
関
わ
り
、「
ル

ネ
ッ
セ
」
を
知
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

過
去
の
歴
史
を
知
り
、
現
在
や
未
来
に
つ

な
げ
て
い
く
と
い
う
考
え
に
共
感
す
る
と

と
も
に
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
そ
し
て
何

よ
り
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

都
へ
の
献
上
物
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

寿
司
が
近
畿
地
方
に
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
。

北
前
船
な
ど
海
運
に
よ
っ
て
各
地
の
料
理

文
化
と
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
。
そ
う
い

う
場
所
で
育
ま
れ
た
大
阪
寿
司
の
味
に
は
、

全
国
の
郷
土
寿
司
と
つ
な
が
る
、
さ
ま
ざ

ま
な
要
素
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

今
、
た
と
え
ば
中
国
な
ど
か
ら
訪
れ
る
観

エ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
Ｏオ

ー

ブ
Ｖ
Ｅ
」
を
つ

く
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
音
楽
、
食
、
あ
る

い
は
日
本
の
伝
統
文
化
な
ど
、
テ
ー
マ
に

沿
っ
た
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、「
散
走
」

を
取
り
入
れ
ま
し
た
。「
散
走
」
と
い
う

の
は
、
散
歩
の
よ
う
に
自
転
車
で
走
る
こ

と
。
身
近
な
日
常
と
非
日
常
の
あ
い
だ
に

新
し
い
発
見
、
出
会
い
、
楽
し
み
や
サ
プ

ラ
イ
ズ
が
あ
る
。
そ
ん
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

も
つ
造
語
で
す
。

情
報
誌
『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』
１
１
９
号
で
も
ヤ

ン
・
ゲ
ー
ル
氏
に
よ
る
人
間
中
心
の
ま
ち

づ
く
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
た

と
え
ば
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
は
自
転
車
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
今
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
自
転
車
に
追
い
風

が
吹
い
て
い
る
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

不
十
分
で
す
。「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
よ
う
に
、

編
集
・
翻
訳
を
通
じ
て
新
し
い
モ
ー
ド
を

生
み
出
し
て
い
く
、
と
い
う
考
え
方
が
大

切
だ
と
感
じ
ま
す
。

自
転
車
は
、「
所
変
わ
れ
ば
品
変
わ
る
」。

同
じ
移
動
手
段
の
自
転
車
で
も
、
日
本
と

オ
ラ
ン
ダ
で
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
日

本
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
軽
快
車
を
否
定

的
に
語
る
人
も
い
ま
す
が
、
ぺ
た
っ
と
足

が
つ
い
て
す
ぐ
井
戸
端
会
議
が
で
き
る
、

商
店
街
で
の
優
れ
た
移
動
ツ
ー
ル
で
す
。

四
季
の
移
ろ
い
や
時
間
の
経
過
を
細
や
か

に
感
じ
る
日
本
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

合
っ
た
、
独
自
の
自
転
車
文
化
が
生
ま
れ

る
可
能
性
は
あ
る
と
信
じ
、
研
究
と
提
案

を
続
け
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
江
戸
で
生
ま
れ
た
握
り

寿
司
（
江
戸
前
寿
司
）
の
流
行
と
重
な
り
、

全
国
的
な
普
及
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

一
方
で
寿
司
に
は
、
1
0
0
0
年
以
上

続
く
長
い
歴
史
と
地
域
ご
と
の
多
様
性
が

あ
り
ま
す
。
握
り
寿
司
が
「
S
U
S
H
I
」

は
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

し
か
し
１
９
８
０
年
代
か
ら
世
界
中
で

流
行
し
た
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
の
部
品
を

つ
く
る
過
程
で
、
新
し
い
自
転
車
文
化
が

生
ま
れ
る
場
所
に
立
ち
会
い
、
も
の
づ
く

り
を
通
し
て
そ
こ
に
参
加
す
る
意
味
に
気

づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
少
し
ず

つ
、
自
転
車
を
楽
し
む
文
化
を
日
本
に
つ

光
客
に
大
阪
寿
司
を
食
べ
て
も
ら
う
と
、

意
外
な
ほ
ど
に
評
判
が
よ
い
の
で
す
。
足

り
な
い
の
は
大
阪
寿
司
が
な
ぜ
、
ど
う
美

味
し
い
の
か
と
い
う
特
徴
や
歴
史
を
語
る

ス
ト
ー
リ
ー
、
そ
し
て
情
報
発
信
で
す
。

私
た
ち
は
多
く
の
人
と
協
力
し
合
い
な
が

と
し
て
世
界
中
の
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
広
が
っ
て
い
く

こ
と
は
大
歓
迎
で
す
。
で

も
、
寿
司
に
は
ま
だ
掘
り

下
げ
ら
れ
て
い
な
い
別
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
?　

大
阪
支

店
で
仕
事
を
し
て
い
た
私

た
ち
が
、
大
阪
寿
司
の
復

権
と
発
展
を
目
指
し
て
研

ら
、
こ
れ
か
ら
も
大
阪
寿
司
の
歴
史
を
掘

り
起
こ
し
、
目
に
見
え
る
形
、
味
わ
え
る

形
で
、
よ
り
魅
力
的
な
大
阪
寿
司
を
発
信

し
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

く
る
と
し
た
ら
？　

と

い
う
こ
と
を
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
２
０
０
６

年
、
よ
り
多
く
の
人
た

ち
に
自
転
車
を
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
に
取
り
込
ん

で
も
ら
う
こ
と
を
目
的

と
し
、
東
京
・
南
青
山

に
「
ラ
イ
フ
・
ク
リ

ル
ネ
ッ
セ
総
括

株式会社 Mizkan
愛知県知多半島の半田市を本拠とする、世
界的な醸造酢・調味料メーカー。創業は
1804（文化元）年。酒造業を営んでいた初
代中野又左衛門が、酒粕を原料とした粕酢
を製造し、それが江戸の寿司職人の間で評
判となり、やがて酢づくりを本業に。

株式会社シマノ
1921（大正10）年、島野庄三郎が、明治以
降に自転車産業が発展していた大阪・堺の
地に設立。わずか1台の工作機械での部品
製造からスタートした同社は、絶え間ない
自己研鑽により金属加工技術を向上させ、
世界有数の自転車部品・釣具メーカーへと
成長した。

広
が
る「ル
ネ
ッ
セ
」

未
来
へ
と
文
化
を
紡
ぐ
企
業
の
活
動

情
報
誌『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』
や
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
考
え
に
賛
同
し
て
い
た
だ
い
た
方
々
に
数
多
く
出
会
っ
た
。

今
回
紹
介
す
る
ふ
た
つ
の
企
業
は
、
自
ら
の
文
化
活
動
の
な
か
に
、

「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
理
念
と
の
つ
な
が
り
を
見
出
し
て
く
れ
た
。
そ
の
活
動
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

大
阪
寿
司
の
復
権
を
目
指
し

歴
史
を
掘
り
下
げ
た
い

「
散
走
」を
通
じ
て

自
転
車
の
醍
醐
味
を
発
信

株
式
会
社
シマ
ノ ［
企
画
部 

文
化
推
進
担
当 

専
門
部
長
］
神
保
正
彦

株
式
会
社
Ｍ
ｉｚ
ｋａ
ｎ
［ 

大
阪
支
店
営
業
推
進
課
長
］
日
向
智
之

H
in

ata To
m

o
yuki

Jin
b

o
 M

asah
iko
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右／「ナレッジキャピタ
ル大学 校 」の会 場を
彩ったイベントのシン
ボル「宇宙鳳凰［フェッ
コ］Phoecco」。
左／ナレッジキャピタル
のサロンには、企業人、
研究者、クリエイターな
ど、分野を超えたさま
ざまな人が集まる。

右／「ナレッジキャピタ
ル大学校」での、VR技
術を活用したバーチャル
ドローン体験ブース。
左／ナレッジキャピタル
オープン前のトライアル
イベントでは、保田氏の
開発したタッチウォール
がインフォメーションパ
ネルとして活用された。

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
開
業
し
て
、

今
年
の
4
月
で
6
年
に
な
り
ま
す
。
形
に

な
る
ま
で
は
、
構
想
を
話
し
て
も
、「
大

阪
で
知
の
拠
点
?　

大
阪
は
お
笑
い
と

タ
コ
焼
き
や
ろ
」
と
い
う
反
応
が
大
半
で

僕
が
や
っ
て
い
る
仕
事
は
、
一
言
で
い

う
と
「
科
学
技
術
と
社
会
を
つ
な
ぐ
」
こ

と
で
す
。
高
度
な
科
学
技
術
を
わ
か
り
や

す
く
伝
え
る
こ
と
で
、
一
般
の
人
が
教
育

と
か
政
治
、
経
済
に
つ
い
て
話
を
す
る
よ

う
に
、「
科
学
技
術
で
こ
ん
な
こ
と
が

あ
っ
た
よ
」
と
普
通
に
話
題
に
で
き
る
よ

う
な
世
の
中
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
ま
ず
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え

る
こ
と
が
大
事
。
実
際
僕
自
身
、
小
学
校

入
学
時
に
大
阪
万
博
を
見
に
行
っ
て
、
記

と
い
う
気
楽
な
場
で
専
門
家
か
ら
話
を
聞

く
「
超
学
校
」
は
、
受
講
者
と
講
演
者
の

距
離
が
近
い
対
話
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
し
て
好
評
で
す
し
、
革
新
的
な
活
動
を

表
彰
し
広
く
社
会
に
発
信
す
る
「
ナ
レ
ッ

ジ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ワ
ー
ド
」
で
は
ナ

レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
参
画
者
の
部
門
の
ほ

か
に
中
高
生
部
門
を
設
定
し
、
中
高
生
と

企
業
や
大
学
が
双
方
に
直
接
交
流
で
き
る

場
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

「
ル
ネ
ッ
セ
」
や
池
永
所
長
と
の
交
流
の

な
か
で
知
っ
た
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
江
戸
期
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

心
に
い
た
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

も
そ
う
で
し
た
。

蒹
葭
堂
の
、
人
的
関
係
を
つ
く
っ
た
う
え

で
そ
の
信
頼
関
係
か
ら
新
し
い
も
の
を
創

造
し
て
い
く
や
り
方
は
、
自
分
の
目
指
す

も
の
と
重
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
う
し

た
知
見
が
異
業
種
交
流
塾
「
ワ
イ
ガ
ヤ

塾
」
へ
と
発
展
し
、
昨
年
の
「
ナ
レ
ッ
ジ

キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」
を
企
画
す
る
う
え

当
初
は
、「
文
化
」
と
言
わ
れ
て
も
わ
か

ら
な
く
て
。
と
い
う
の
も
こ
れ
ま
で
何
を

す
る
に
も
「
体
感
す
る
」
こ
と
を
大
事
に

し
て
い
て
、
た
と
え
ば
英
語
を
勉
強
す
る

な
ら
文
法
を
覚
え
る
よ
り
先
に
英
語
の
本

を
読
む
と
か
、
実
際
に
や
っ
て
ま
ず
感
覚

を
身
に
つ
け
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
文

化
」
な
ん
て
僕
と
は
対
極
だ
と
思
っ
た
ん

で
す
（
笑
）。
で
も
講
演
で
、
こ
れ
ま
で

単
な
る
場
所
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た

大
阪
が
、「
そ
の
裏
に
文
化
が
あ
っ
て
今

が
あ
る
」
と
い
う
お
話
に
、
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ビ
テ
ィ
と
い
う
の
は
結
局
そ
こ
に
つ

な
が
っ
て
い
く
の
だ
な
と
。
技
術
と
か
理

論
で
は
な
い
、
も
っ
と
漠
然
と
し
た
―
―

僕
な
ら
ば
体
感
、「
ル
ネ
ッ
セ
」
な
ら
ば

文
化
と
か
歴
史
、
翻
訳
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
で
語
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
見
て
い
る
場

所
は
同
じ
な
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」
で
は
、

講
義
の
ほ
か
に
開
発
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
ド

ロ
ー
ン
や
立
体
絵
本
な
ど
を
実
際
に
見
て

も
ら
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
な

し
た
が
、
都
心
に
オ
フ
ィ
ス
や
商
業
施
設

と
と
も
に
知
的
拠
点
が
あ
る
と
い
う
そ
れ

ま
で
な
か
っ
た
形
態
が
、
オ
ー
プ
ン
当
初

か
ら
特
に
海
外
で
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
に
公
式
で
80
カ
国
、
4
0
0
機

憶
と
し
て
は
お
ぼ
ろ
げ
な
の
に
、
感
動
し

で
、
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。

「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」
は
２

日
間
に
限
っ
て
開
催
さ
れ
た
ト
ラ
イ
ア
ル

イ
ベ
ン
ト
で
し
た
が
、
ア
ー
ト
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
や
体
験
型
展
示
な
ど
を
交
え
た
大

規
模
な
も
の
で
す
。
中
心
と
な
る
１
０
０

コ
マ
超
の
講
義
で
は
、
大
学
教
授
、
企
業

家
、
美
術
館
館
長
、
子
育
て
研
究
家
、
料

理
家
、
発
明
家
と
い
っ
た
多
彩
な
専
門
家

を
講
師
に
迎
え
、
ジ
ャ
ン
ル
や
ス
タ
イ
ル

を
超
え
た
幅
広
い
知
の
集
合
を
実
現
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
参
加
者
の
方
か
ら

「
こ
ん
な
学
び
の
場
が
欲
し
か
っ
た
」
と

い
う
反
応
を
も
ら
え
た
の
は
嬉
し
か
っ
た

関
程
度
の
視
察
団
を
受
け

入
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
と

世
界
を
つ
な
ぐ
と
い
う
の

は
当
初
か
ら
の
狙
い
で
は

あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ

ほ
ど
世
界
中
か
ら
注
目
さ

れ
る
と
は
予
想
外
で
し
た
。

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
「
学
び
」
の
場
を
設

け
て
き
ま
し
た
。
カ
フ
ェ

で
す
ね
。
開
業
か
ら
5
年
間
の
取
り
組
み

の
な
か
で
、
学
び
の
重
要
性
を
ま
す
ま
す

実
感
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
大
学
卒
業
の

22
歳
ま
で
に
勉
強
し
た
こ
と
だ
け
で
、
65

歳
ま
で
い
け
な
い
で
す
よ
ね
。
ど
こ
か
で

学
び
直
し
を
し
て
い
か
な
い
と
。
そ
う
い

う
場
と
も
な
る
よ
う
、
今
後
、「
ナ
レ
ッ

ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」
を
定
常
化
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
実
践
的
な

内
容
で
、
そ
こ
を
出
口
と
し
て
次
に
つ
な

が
る
よ
う
な
内
容
を
検
討
中
で
す
。
そ
こ

か
ら
大
阪
が
地
域
全
体
で
学
べ
る
、

ニ
ュ
ー
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
テ
ィ
ー
に

な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

た
こ
と
は
今
も
生
き
て
い

る
。
そ
の
体
験
に
引
っ
張

ら
れ
て
現
在
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

と
は
、
オ
ー
プ
ン
前
の
ト

ラ
イ
ア
ル
か
ら
関
わ
っ
て

い
て
、「
ワ
イ
ガ
ヤ
塾
」

に
も
参
加
し
て
い
ま
す
が
、

「
ル
ネ
ッ
セ
」
と
聞
い
た

ル
ネ
ッ
セ
総
括

のむら・たくや
1953年、大阪府生まれ。一般社団法人ナ
レッジキャピタル総合プロデューサー。株式
会社スーパーステーション代表。内閣府本府
政策参与（科学技術・イノベーション担当）、
関西大学客員教授、大阪芸術大学客員教
授。創造産業振興のためのプロジェクトを数
多く企画。ナレッジキャピタルでは開業前か
らコンセプト立案などトータル企画を手がける。

やすだ・あつひこ
1963年、兵庫県生まれ。株式会社ズーム
ス代表。京都大学大学院航空工学専攻修
士課程修了。重工メーカーのエンジニアとし
てジェットエンジンなどの開発に携わった後、
2006年にズームスを設立。科学技術をわか
りやすく伝えるための映像化・可視化事業
を続ける。

「ル
ネ
ッ
セ
」×
ナ
レッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
つ
な
ぐ

「
こ
れ
ま
で
と
、こ
れ
か
ら
」

「
ワ
イ
ガ
ヤ
塾
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
で
協
力
関
係
を
築
い
て
き
た「
ル
ネ
ッ
セ
」
と
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
。

5
周
年
の
集
大
成
と
し
て
、
2
0
1
8
年
4
月
に
開
催
さ
れ
た「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」に
は
、

「
ル
ネ
ッ
セ
」
に
関
わ
る
多
く
の
人
々
が
参
加
し
た（
本
誌
1
1
9
号
）。

大
き
な
反
響
を
得
た
こ
の
ト
ラ
イ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト
に
関
わ
っ
た
3
人
の
方
々
に
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
や
今
後
の
展
望
を
う
か
が
っ
た
。

大
阪
を
地
域
全
体
で
学
べ
る

ニ
ュ
ー
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
テ
ィ
ー
に

［
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
］
野
村
卓
也

N
o

m
u

ra Taku
ya

子
ど
も
が
感
激
す
る
よ
う
な

大
人
の
本
気
を
見
せ
た
い

［
株
式
会
社
ズ
ー
ム
ス
代
表
］
保
田
充
彦

Yasu
d

a A
tsu

h
iko
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右／山本氏の作品『輝老
人のマンゴー』。
左／「ナレッジキャピタル
大学校」で展示された山
本氏企画の「のぞきから
くり」。本誌でもおなじみ
の木村蒹葭堂や懐徳堂
の紹介を、3Dなどのしか
けで解説する。

2017年11月に行われたルネッセ・セミナー。気仙沼の現状やまち
づくりの方向性を語った吉田氏に、参加者から多くの質問が寄せ
られた。

「
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
大
学
校
」
で
、

全
体
の
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
担
当

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
２
日
間
の
大

学
校
を
通
し
て
、
今
ま
で
携
わ
っ
て
き
た

仕
事
の
な
か
で
一
番
「
人
間
の
心
が
動
い

て
い
る
」
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
気
が

し
ま
す
。
教
室
に
物
理
的
な
壁
を
つ
く
ら

な
い
こ
と
で
、
受
講
者
と
講
師
の
ど
ち
ら

も
が
「
参
加
者
」
と
な
り
、
人
間
の
心
の

中
の
壁
も
無
く
な
る
の
だ
な
と
感
じ
ま
し

た
。
何
よ
り
、「
学
び
な
が
ら
盛
り
上
が

る
」
と
い
う
初
め
て
の
経
験
を
し
、
こ
れ

か
ら
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
大
切
に
な
る
と

確
信
し
ま
し
た
。

中
高
生
時
代
の
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
一
色
の

生
活
か
ら
一
転
し
て
、
大
学
で
美
学
を
専

攻
し
た
当
時
の
私
は
、
視
野
も
偏
っ
て
い

ま
し
た
し
、
美
術
の
知
識
も
全
く
あ
り
ま

い
ま
し
た
が
、
海
外
生
活
を
通
し
て
、

「
も
っ
と
日
本
を
知
り
た
い
」
と
い
う
思

い
が
生
ま
れ
、
帰
国
し
て
こ
の
仕
事
に
就

き
ま
し
た
。
今
は
む
し
ろ
日
本
の
未
来
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ

り
ま
す
。

池
永
所
長
か
ら
「
ル
ネ
ッ
セ
」
と
い
う

言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
そ
の
語
源
の
「
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
」
に
美
術
の
文
脈
で
使
う
言

葉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
、
そ

れ
が
社
会
の
文
脈
で
発
信
さ
れ
る
こ
と
に

衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
池
永
所
長
を
は
じ

め
、
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
そ
う
し
た

ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
方
々
と
出
会
え
た

こ
と
を
財
産
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

も
し
、
中
高
生
時
代
に
そ
う
し
た
出
会
い

が
あ
れ
ば
、
人
生
を
変
え
る
瞬
間
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
自
分
自
身
海
外
で
本
物
の

絵
に
ふ
れ
た
こ
と
で
得
た
感
覚
が
大
き
い

の
で
、
こ
れ
か
ら
は
中
高
生
が
最
初
か
ら

本
物
と
出
合
え
る
よ
う
な
企
画
、
ハ
ッ

ピ
ー
で
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

C
E
L
の
方
た
ち
と
知
り
合
っ
た
の
は
、

情
報
誌
『
C
E
L
』
1
1
6
号
で
谷
直
樹

さ
ん
と
三
浦
史
朗
さ
ん
の
対
談
が
気
仙
沼

で
行
わ
れ
た
と
き
。
案
内
役
と
し
て
現
地

を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
気
仙
沼
の
現
状
や
漁

域
を
ど
う
維
持
し
、
育
て
て
い
く
か
が
現

在
の
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
私

が
行
っ
て
き
た
支
援
活
動
は
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
シ
ニ
ア
の
女
性
を
中
心
に
し
た
「
手
仕

事
づ
く
り
」
で
す
。
手
仕
事
を
覚
え
て
も

ら
い
、
そ
れ
を
覚
え
た
人
が
誰
か
に
教
え

業
を
め
ぐ
る
産
業
構
造
の
仕
組
み
、
生
活

文
化
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
交
流
が
始
ま
り
、
気

仙
沼
の
復
興
と
ま
ち
づ
く
り
を
テ
ー
マ
に

行
わ
れ
た
ル
ネ
ッ
セ
・
セ
ミ
ナ
ー
で
講
師

を
務
め
ま
し
た
。

私
が
生
ま
れ
育
っ
た
鹿
折

地
域
は
、
東
日
本
大
震
災
で

街
全
体
が
火
事
に
さ
ら
さ
れ
、

気
仙
沼
の
中
で
も
最
も
被
害

が
大
き
か
っ
た
場
所
で
す
。

主
要
産
業
の
漁
業
を
中
心
に

復
興
は
進
め
ら
れ
て
き
ま
し

た
が
、
人
口
減
少
と
高
齢
化

が
進
ん
で
い
る
な
か
で
、
地

て
い
く
仕
組
み
を
つ
く
り
な
が
ら
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
育
み
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

機
能
を
回
復
し
よ
う
と
模
索
し
て
い
ま
す
。

で
も
、
い
っ
た
ん
土
地
や
人
の
つ
な
が

り
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
環
境
で
、
地
域
特

有
の
食
文
化
や
行
事
な
ど
を
存
続
す
る
こ

と
は
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
伝
統
を
残

さ
ず
し
て
、
地
域
が
復
興
し
た
と
言
え
る

の
か
と
い
う
疑
問
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
伝
統
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ

て
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
そ
う
と
す
る
の

は
正
し
い
や
り
方
だ
と
思
い
ま
せ
ん
。
そ

の
ま
ま
の
形
で
は
な
く
と
も
、
現
在
の
生

活
の
な
か
で
続
け
ら
れ
る
方
法
を
考
え
な

が
ら
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
が
、
適
切
な

プ
ロ
セ
ス
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

復
興
や
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
の
は
、
ど

う
し
て
も
皆
が
納
得
す
る
正
し
い
道
に
進

ど
で
子
ど
も
た
ち
に
体
験
し
て
も
ら
う
こ

と
で
、
あ
る
種
の
化
学
反
応
が
起
き
る
と

と
て
も
嬉
し
い
。
僕
が
万
博
を
見
て
そ
の

技
術
を
す
ご
い
と
感
激
し
た
の
と
同
じ
よ

う
に
、
子
ど
も
の
頃
の
影
響
は
大
き
い
で

す
か
ら
、
大
人
が
本
気
を
出
す
と
こ
ん
な

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
を
見
せ
て
や
れ

ば
い
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
れ
ば
、

す
ご
い
と
感
じ
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
、

将
来
も
っ
と
す
ご
い
も
の
を
つ
く
っ
て
く

れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な

と
き
に
、
大
学
の
先
生

か
ら
「
あ
な
た
は
と
に

か
く
本
物
を
見
て
き
な

さ
い
」
と
言
わ
れ
、
お

金
を
貯
め
て
は
海
外
に

行
っ
て
本
物
の
絵
を
見

る
と
い
う
学
生
生
活
を

送
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

卒
業
後
は
旅
人
で
は
な

く
生
活
し
て
み
よ
う

と
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド

イ
ツ
の
国
境
付
近
に

あ
る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー

ル
で
2
年
間
暮
ら
し

ま
し
た
。
そ
こ
で
の

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を

経
て
、
自
分
が
あ
ま

り
に
も
日
本
の
社
会

を
知
ら
な
い
こ
と
を

実
感
し
ま
し
た
。
そ

れ
ま
で
日
本
よ
り
も

海
外
に
目
を
向
け
て

ル
ネ
ッ
セ
総
括

「
学
び
」の
場
づ
く
り
を
通
し
て

中
高
生
が
本
物
に
ふ
れ
る
機
会
を

［
株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
］
山
本
粧
子

Yam
am

o
to

 Sh
o

ko

やまもと・しょうこ
1989年、兵庫県生まれ。株式会社スーパー
フェスティバル クリエイティブディレクター。
大阪教育大学教育学部教養学科芸術専攻
芸術学コース卒業。「人間とはなんだ」を
テーマに創作活動を続ける。2019年8月に
は、兵庫県立美術館王子分館原田の森ギャ
ラリーにて「山本粧子展 人間とはなんだⅢ」
を開催予定。

よしだ・ちはる
1971年、気仙沼市生まれ。2003年に「生き
ること」をテーマに任意団体を立ち上げる。
2011年、東日本大震災を経験し、支援活動
に従事。手仕事で女性を支援するプロジェク
トを開始する。同年から5年間、宮城県震
災復興情報発信局記者。2018年から現職。

つ
な
が
る「ル
ネ
ッ
セ
」

未
来
に
向
け
て
文
化
を
伝
え
る
活
動

日
本
の
文
化
を
学
び
、
育
み
、
未
来
へ
つ
な
げ
て
い
く
た
め
、

情
報
誌『
C
E
L
』
で
の
取
材
や
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
そ
の
理
論
や
方
法
論
を
真
剣
に
考
え
る
方
々
に
出
会
っ
た
。

そ
の
交
流
の
な
か
で「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
考
え
方
に
共
鳴
し
、
自
身
の
活
動
に
役
立
て
て
く
れ
た
人
も
多
く
い
る
。

そ
う
し
た
方
々
の
声
を
紹
介
す
る
。

無
理
を
し
な
い
で

文
化
を
継
承
す
る
道
を
探
す

［
気
仙
沼
市
地
域
福
祉
計
画
推
進
委
員
］
吉
田
千
春

Yo
sh

id
a Ch

ih
aru
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右／世界最速で成長を
続けるといわれる実験
都市・深圳。
左／高性能ロボットアー
ムを開発するメイカー
への取材で、通訳を担
当した鐘燕氏（写真中
央）。

右／シンポジウムと連
動して行われた「大阪・
和の暮らしを体験する
会」には、多くの外国人
の方が参加した。
左／「『上方の生活文化』
を考えるシンポジウム」
でコメントを寄せるアン
ジェラ氏。

も
う
と
肩
に
力
が
入
り
が
ち
で
す
。
で
も
、

無
理
を
せ
ず
自
分
た
ち
に
合
っ
た
方
法
を

見
つ
け
れ
ば
い
い
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
池
永
所
長
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
や
考
え
方

を
聞
い
た
お
か
げ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
地

域
の
歴
史
や
文
化
を
知
り
、
そ
の
本
質
を

掘
り
起
こ
し
て
、
現
代
、
未
来
へ
の
新
し

い
価
値
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
「
ル
ネ
ッ

セ
」
の
考
え
方
は
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ

く
り
、
地
域
づ
く
り
を
考
え
る
う
え
で
、

大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

枕
の
下
に
置
い
て
常
に
癒
や
さ
れ
て
い

る
本
が
2
冊
あ
り
ま
す
。
1
冊
は
イ
ン
ド

の
タ
ゴ
ー
ル
の
『
迷
い
鳥
た
ち
』
で
、
も

う
1
冊
は
日
本
の
清
少
納
言
の
『
枕
草

子
』
で
す
。
イ
ン
ド
の
菩
提
樹
や
日
本
の

平
安
時
代
の
宮
廷
内
の
四
季
の
美
し
さ
は
、

作
家
た
ち
の
感
性
を
通
し
て
、
国
境
を
越

え
、
時
間
を
越
え
て
、
わ
れ
わ
れ
に
訴
え

か
け
ま
す
。

し
か
し
、
急
激
な
経
済
成
長
を
遂
げ
な

が
ら
、
イ
ン
ド
社
会
が
身
分
制
度
な
ど
を

抱
え
る
の
を
問
題
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

豊
か
な
一
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
孕
む

日
本
社
会
は
、
さ
な
が
ら
失
楽
園
の
よ
う

だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
バ
ブ
ル
崩

壊
」、「
失
わ
れ
た
20
年
」、「
少
子
高
齢

化
」、「
自
殺
率
上
位
」
な
ど
の
言
葉
は
、

日
本
人
だ
け
で
な
く
、
日
本
を
語
る
外
国

人
の
口
か
ら
必
ず
出
て
き
ま
す
。
本
当
に

私
は
ア
メ
リ
カ
・
シ
カ
ゴ
に
育
ち
、
イ

リ
ノ
イ
大
学
を
卒
業
後
、
い
ろ
い
ろ
な
ご

縁
が
あ
っ
て
２
０
０
4
年
に
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
語
学
指
導
な
ど
を
行
う
外
国
青
年

招
致
事
業
）
で
日
本
に
来
ま
し
た
。
日
本

語
も
ま
っ
た
く
話
せ
な
い
ま
ま
来
日
し
、

愛
媛
県
伊
方
町
、
大
阪
府
寝
屋
川
市
で
働

い
た
後
、
２
０
１
５
年
に
同
志
社
大
学
大

学
院
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
科
を
卒
業
し
ま
し
た
。

大
学
で
学
ん
で
い
た
と
き
に
、
ナ
レ
ッ

ジ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
持
続
可
能
な
社
会
の

た
め
に
ビ
ジ
ネ
ス
で
何
が
で
き
る
か
と

滞
在
期
間
が
長
く
な
る
に
つ
れ
、
こ
の
感

動
は
減
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
増
す
ば
か
り

で
す
。
草
の
中
で
躍
動
し
て
い
る
ト
カ
ゲ
、

捨
て
る
前
に
必
ず
綺
麗
に
洗
わ
れ
る
牛
乳

瓶
、
親
切
な
店
員
さ
ん
た
ち
…
…
と
て
も

平
凡
な
風
景
だ
け
れ
ど
、
自
然
と
頭
が
下

が
り
ま
す
。
確
か
に
、
経
済
や
社
会
は
活

力
を
失
い
、
低
迷
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
失
楽
園
の
風
景

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

2
0
1
8
年
夏
、
情
報
誌
『
C
E
L
』

1
2
0
号
で
の
中
国
・
深し

ん

圳せ
ん

の
取
材
に

同
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
池
永
所

長
が
遠
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
オ
ラ
ン
ダ
・
デ

ン
マ
ー
ク
、
ア
ジ
ア
の
中
国
・
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
奔
走
し
て
、
日
本
を
再
起
動
す

る
道
を
探
す
姿
に
再
び
感
動
し
ま
し
た
。

最
近
、
手
塚
治
虫
の
遺
し
た
傑
作
『
ど

ろ
ろ
』
が
再
び
ア
ニ
メ
化
さ
れ
ま
し
た
。

鬼
神
に
よ
り
生
ま
れ
つ
き
体
の
48
か
所
を

奪
わ
れ
た
少
年
・
百
鬼
丸
が
、
体
を
取
り

返
す
た
め
妖
怪
を
倒
す
苦
難
の
旅
に
出
る

物
語
で
す
。
目
も
、
耳
も
、
皮
膚
ま
で
も

日
本
は
こ
こ
ま
で
凄
ま
じ
い
状
況
に
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

3
年
前
に
初
め
て
日
本
を
訪
問
し
た
と

き
、
目
に
入
っ
た
の
は
澄
み
渡
っ
た
青
空
、

青
々
し
い
田
ん
ぼ
、
隅
々
ま
で
綺
麗
な
街

ば
か
り
で
、
ま
る
で
宮
崎
駿
の
ア
ニ
メ
の

中
に
入
っ
た
か
の
よ
う
で
感
動
し
て
い
ま

し
た
（
宮
崎
駿
の
ア
ニ
メ
を
見
る
と
、
常
に
そ

の
美
し
さ
に
感
動
さ
せ
ら
れ
て
涙
が
出
ま
す
）。

い
っ
た
課
題
を
専
攻
し
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
の
な
か
で
、
大
阪
で
生
き
続
け
て
い
る

伝
統
的
な
商
業
セ
ン
ス
に
興
味
を
持
ち
ま

し
た
。
大
阪
の
人
は
オ
ー
プ
ン
で
人
と
の

距
離
感
が
近
い
と
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
世

界
か
ら
人
や
物
が
集
ま
っ
て
き
た
歴
史
を

も
ち
、
私
の
よ
う
な
言
葉
の
壁
が
あ
る
外

国
人
も
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
受
け
入
れ
る
柔

軟
性
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
文
化
を
守
り

な
が
ら
国
際
的
な
ふ
る
ま
い
も
で
き
る
そ

の
セ
ン
ス
は
、
文
化
遺
産
と
い
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
た
の
で
す
が
、
素
晴
ら
し
い
内
容
で
、

大
阪
の
歴
史
や
遺
産
に
つ
い
て
知
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
大
阪
の
精
神

や
風
土
を
も
っ
と
若
い
世
代
が
学
ん
で
い

く
こ
と
が
大
事
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
経
験
か
ら
、
若
者
や
外
国
人

の
視
野
を
入
れ
た
「
場
」
を
つ
く
れ
る
よ

う
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
た
い

と
考
え
、
会
社
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

今
の
若
者
は
可
能
性
に
あ
ふ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
語
学
指
導
を
し
た

経
験
か
ら
も
、
彼
ら
は
外
に
目
を
向
け
な

い
傾
向
が
あ
る
こ
と
や
、
与
え
ら
れ
た
問

題
の
解
決
は
で
き
て
も
自
分
で
問
題
を
提

起
す
る
力
が
弱
い
と
感
じ
ま
す
。
何
よ
り

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
り
、
考
え
る
機
会

や
場
が
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
学
校
の
問

題
と
い
う
よ
り
、
社
会
と
横
の
つ
な
が
り

が
な
い
の
が
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
大
阪
と
い
う
土
地
に
は
想
像
力

を
豊
か
に
す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
か
ら
も
っ
と
若
者
が
学
べ
る
よ

う
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

新
し
く
起
こ
し
た
社
名
は
い
ろ
い
ろ
な

物
を
結
び
つ
な
げ
た
い
と
い
う
願
い
か
ら

「
結
」
と
し
ま
し
た
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
は
な
く

株
式
会
社
と
し
た
の
は
、
社
会
へ
の
貢
献

と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
た
か
ら

で
す
。
今
の
と
こ
ろ
ス
タ
ッ
フ
は
私
ひ
と

り
、
規
模
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま

で
私
が
大
阪
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
、

で
き
る
範
囲
で
次
世
代
の
未
来
へ
の
支
援

が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

タ
ゴ
ー
ル
は
訪
日
し
た
と
き
、「
外
国

人
こ
そ
日
本
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」
と

話
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
と
同
じ
く
日

本
の
魂
を
見
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
経
済

の
暗
雲
を
透
し
て
そ
の
魂
を
見
つ
け
れ
ば
、

必
ず
幸
せ
に
た
ど
り
着
け
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
関
西
領
事
団
の
事

務
局
長
を
務
め
て
お
り
、
高

校
生
と
総
領
事
に
よ
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
講
義
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
池
永
所
長

と
ご
縁
が
つ
な
が
り
、「
ル

ネ
ッ
セ
」
の
イ
ベ
ン
ト
の
参

加
者
を
募
る
お
手
伝
い
を
し

ま
し
た
。
当
日
は
私
も
参
加

失
い
、
た
だ
一
つ
残
さ
れ
た
の
は

そ
の
純
白
の
魂
で
、
か
ら
く
り
の

体
を
支
え
な
が
ら
乱
世
の
中
で

戦
っ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
少
年

か
ら
日
本
の
姿
が
見
え
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
平
安
時
代
の
清
少
納
言

の
『
枕
草
子
』
の
感
性
の
魂
、
室

町
時
代
の
戦
乱
の
中
の
侍
の
魂
、

現
代
の
綺
麗
な
日
本
を
つ
く
っ
た

人
々
の
幸
せ
を
求
め
る
魂
で
す
。
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］
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力
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す
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かつての上方らしい風情が残る天王寺七坂。

ル
ネ
ッ
セ
総
括

五
感
で
学
ぶ
、上
品
で
上
質
な
大
阪
の
文
化

―
―「
上
方
生
活
文
化
堂
」が
取
り
戻
し
て
い
る
こ
と

「
う
る
さ
い
」「
き
た
な
い
」「
品
が
な
い
」
…
…
要
約
す
れ
ば
派
手
で

下
品
で
幼
稚
。
他
地
域
か
ら
見
た
大
阪
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
と
、
こ
の

あ
た
り
が
「
定
番
」
に
な
っ
て
久
し
い
。
そ
し
て
当
の
大
阪
の
人
も
そ

れ
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
本
当
は
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
定
着
は
1
9
6
0
年
以

降
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
大
阪
に
は
上
品
で
上
質
な
生
活
文
化
が

あ
っ
た
の
だ
―
―
と
言
っ
て
も
「
ほ
ん
ま
?
」
と
訝
し
げ
な
反
応
が

返
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
く
ら
い
今
の
大
阪
の
人
は
、「
大
阪
の
良
さ
」
に
気
づ
い
て
い

な
い
。
自
分
た
ち
が
踏
み
し
め
て
い
る
地
に
根
付
く
、
厚
み
あ
る
歴
史

や
文
化
を
知
ら
な
い
か
ら
、「
そ
れ
は
ち
が
う
で
。
ほ
ん
ま
の
大
阪
は

こ
れ
で
っ
せ
」
と
、
反
論
で
き
る
だ
け
の
言
葉
を
持
て
な
い
の
で
あ
る
。

文
化
講
座
「
上
方
生
活
文
化
堂
」
を
企
画
し
た
背
景
に
は
、
そ
う
し

た
現
実
へ
の
危
機
感
が
あ
っ
た
。

大
阪
市
内
天
王
寺
区
界
隈
に
「
天
王
寺
七
坂
」
と
称
さ
れ
る
、
四
天

王
寺
か
ら
谷
町
九
丁
目
ま
で
の
谷
町
筋
西
側
に
分
布
す
る
7
つ
の
坂
道

が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
坂
が
細
い
石
畳
と
石
段
で
構
成
さ
れ
て
い
る
う

え
、
周
辺
に
寺
院
が
密
集
す
る
地
域
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
「
こ
こ
は

本
当
に
大
阪
?
」
と
驚
く
ほ
ど
閑
静
な
風
情
が
漂
う
。

私
は
外
国
の
方
を
ご
案
内
す
る
時
は
、
必
ず
こ
こ
へ
お
連
れ
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
上
方
生
活
文
化
の
香

で
き
た
こ
と
は
得
難
い
経
験
と
な
っ
た
。

私
は
北
前
船
が
運
ん
だ
の
は
、
何
よ
り
「
情
報
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

北
前
船
に
よ
っ
て
大
坂
に
集
め
ら
れ
た
情
報
を
も
っ
て
大
坂
の
人
間
は

学
び
あ
い
、
交
流
し
あ
い
、
掛
け
あ
わ
せ
、
混
じ
り
あ
わ
せ
、
変
換
さ

せ
、
価
値
あ
る
も
の
や
ビ
ジ
ネ
ス
、
産
業
を
産
み
出
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
大
坂
は
全
国
の
富
の
7
割
を
集
め
る
日
本
最
大
の
商
業
都
市

と
な
っ
た
。
船
場
を
核
と
し
た
大
坂
三さ

ん

郷ご
う

と
い
う
狭
い
空
間
に
6
0
0

も
の
町ま

ち

が
で
き
、
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
凝
集
し
、 

40
万
人
の

商
人
た
ち
が
住
み
、
学
び
、
働
い
た
。
そ
こ
に
全
国
の
商
人
た
ち
と
観

光
に
訪
れ
る
人
た
ち
の
交
流
人
口
が
加
わ
っ
た
。
大
坂
は
極
め
て
高
密

度
な
場
で
あ
っ
た
。

そ
の
町
に
は
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

、
石
田
梅
岩
、
富
永
仲
基
、
山
片
蟠ば

ん

桃と
う

、

麻
田
剛ご

う

立り
ゆ
う

、
藤
沢
東と

う

畡が
い

、
橋
本
宗
吉
、
緒
方
洪
庵
、
暁

あ
か
つ
き

鐘か
ね

成な
り

な
ど
、

す
ご
い
〝
町
人
〟
学
者
た
ち
が
い
た
。
商
人
た
ち
は
そ
の
す
ご
い
人
た

り
が
こ
こ
に
は
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
、
ま
だ
そ
う
い
っ
た
場
は
大
阪
の
そ
こ
か
し
こ
に
わ
ず
か
な
が

ら
残
っ
て
い
る
。
今
な
ら
ま
だ
、
体
感
で
き
る
。
そ
ん
な
思
い
で

2
0
1
7
年
10
月
よ
り
始
め
た
「
上
方
生
活
文
化
堂
」
は
、
吉
田
家

住
宅
と
い
う
今
も
人
が
住
ま
う
1
0
0
年
住
宅
を
会
場
と
し
た
。
暮

ら
し
の
気
配
が
濃
厚
に
存
在
す
る
場
は
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
も
、
五
感

に
強
く
訴
え
か
け
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。

講
座
の
詳
細
に
つ
い
て
は
す
で
に
本
誌
過
去
号
や
、
今
号
で
は
谷
直

樹
「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」
館
長
が
詳
細
に
書
い
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

い
。

「
上
方
生
活
文
化
堂
」
は
、
フ
ェ
ー
ズ
1
、
全
12
回
の
講
座
を
終
え
て

い
る
。
受
講
者
定
員
20
名
と
い
う
少
人
数
な
が
ら
、
毎
回
濃
密
な
内
容

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
講
座
で
は
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
講
師
と
受
講
者

の
関
係
性
も
「
話
す
人
」「
聴
く
人
」
の
一
方
通
行
で
は
な
く
な
り
、

時
に
受
講
者
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
蝦
夷
地

か
ら
大
坂
ま
で
海
路
に
よ
る
物
流
を
担
っ
た
北
前
船
が
、
当
時
の
大
坂

の
産
業
・
経
済
・
文
化
を
育
て
た
こ
と
は
ご
承
知
だ
ろ
う
。
受
講
者
の

な
か
に
そ
う
し
た
廻
船
問
屋
の
末
裔
が
お
ら
れ
、
家
に
残
る
貴
重
な
資

料
類
を
持
ち
込
ん
で
解
説
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
江
戸
の

空
気
感
が
残
る
資
料
、
そ
れ
に
つ
い
て
生
き
た
情
報
が
そ
の
場
で
共
有

ち
を
訪
ね
、
対
話
し
た
。
大
坂
に
は
そ
の
よ
う
な
寺
子
屋
、
私
塾
、
講

が
あ
り
、
ま
る
で
町
全
体
が
大
学
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

大
坂
に
と
っ
て
最
大
の
資
産
は
人
材
で
あ
る
。
働
き
な
が
ら
学
ん
だ
。

学
ん
だ
こ
と
を
仕
事
に
生
か
し
た
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
確
か
め
た
い

課
題
を
も
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
詳
し
い
人
を
訪
ね
て
対
話
し
た
。
逆
に

自
分
が
教
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
教
え
学
び
、
学
び
教
え

る
。
み
ん
な
で
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
し
た
。
勉
強
の
た
め
の
勉
強
で
は

な
い
。
学
び
が
社
会
に
直
結
し
た
。
学
ぶ
こ
と
が
楽
し
い
か
ら
さ
ら
に

学
ん
だ
。
大
坂
は
日
本
一
勉
強
し
た
町
だ
っ
た
の
だ
。

「
上
方
生
活
文
化
堂
」
と
い
う
場
も
ま
た
同
じ
だ
、
と
感
じ
た
。
互
い

に
学
び
あ
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
は
、
私
だ
け
で
な
く
受
講
者
皆
が
共

有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
ェ
ー
ズ
1
の
講
座
の
最
終
日
に
、
こ
れ

で
一
区
切
り
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
た
瞬
間
、「
え
ー
!
」
と
惜
し
む
声
が

い
っ
せ
い
に
会
場
中
か
ら
あ
が
っ
た
の
が
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

先
ほ
ど
、「
混
じ
り
あ
う
」
と
書
い
た
。
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
上

方
生
活
文
化
堂
」
を
通
し
て
得
た
も
の
で
、
大
阪
の
本
質
を
表
し
て
い

る
と
思
う
。
本
誌
巻
頭
対
談
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
大
阪
は
、
多
様
な

も
の
、
新
旧
と
い
う
時
間
軸
を
「
混
」
じ
り
あ
わ
せ
て
新
た
な
も
の
を

生
み
出
し
つ
づ
け
て
い
る
都
市
で
あ
る
。
こ
と
に
本
講
座
で
栫か

こ
い

山や
ま

一か
ず

希き

氏
に
よ
っ
て
毎
回
供
さ
れ
る
大
坂
料
理
に
そ
れ
を
見
い
だ
す
。
大
坂
料

理
の
本
質
は
「
出
会
い
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
旬
の
食
材
を
「
混
」

ぜ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を
引
き
立
て
あ
う
、
そ
こ
に
大
阪
の
本
領
が
あ

る
。

「
上
方
生
活
文
化
堂
」
は
、
2
0
1
8
年
11
月
以
降
、
フ
ェ
ー
ズ
2

と
し
て
3
カ
月
に
1
回
の
開
催
ペ
ー
ス
で
継
続
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら

も
、
学
び
あ
い
、
混
ざ
り
あ
い
な
が
ら
、
新
し
い
化
学
反
応
が
生
ま
れ

る
だ
ろ
う
こ
と
が
楽
し
み
で
あ
る
。
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筆者が暮らすエアランゲン市は、ドイツ南部のバイエルン州に位置す
る。人口は約11万ながら、医療技術やハイテク分野に強く、大学都市
として発展してきた。

上／柔道も町の道場や「部活」ではなくスポーツクラブで行われる。
「柔道クイズ」でポイントを競うフェスティバルなどもある。
下／スポーツクラブのサッカーキャンプ。親子混成チームで対決（上下と
も筆者撮影）。

「
ド
イ
ツ
に
は
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
た
く
さ
ん
あ
る
」
と

い
っ
て
も
、
ピ
ン
と
く
る
人
は
少
な
い
と
思
う
。
日
本
で

も
少
し
ず
つ
増
え
て
は
い
る
が
、
実
情
は
ド
イ
ツ
と
か
な

り
異
な
る
。
彼
の
国
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
は
地
域
社
会
の

一
部
で
あ
り
、
ま
た
地
域
社
会
を
発
展
さ
せ
て
い
く
エ
ン

ジ
ン
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

は
じ
め
に
―
―
N
P
O
で
都
市
は
も
っ
て
い
る

ド
イ
ツ
も
日
本
も
、
い
わ
ゆ
る
「
先
進
国
」
だ
が
、
社

会
の
肌
触
り
の
よ
う
な
も
の
は
か
な
り
異
な
る
。
当
然
と

い
え
ば
当
然
な
の
だ
が
、
風
土
、
歴
史
と
い
っ
た
も
の
か

ら
、
社
会
に
対
す
る
個
人
の
あ
り
方
と
い
っ
た
も
の
に
い

た
る
ま
で
様
々
な
要
素
の
編
み
上
が
り
方
が
違
う
か
ら
だ
。

私
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
北
部
の
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
市
（
人
口

約
11
万
人
）
に
住
み
な
が
ら
取
材
、
観
察
、
調
査
を
継
続

的
に
行
っ
て
い
る
。
す
る
と
行
政
、
政
治
、
市
民
活
動
な

ど
、
様
々
な
要
素
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
あ
っ
て
、
町
が

成
り
立
っ
て
い
る
の
か
が
あ
る
程
度
見
え
て
く
る
。

そ
の
中
で
ひ
と
つ
重
要
な
の
が
、
N
P
O
に
相
当
す

る
組
織
だ
。
数
だ
け
で
い
え
ば
ド
イ
ツ
全
体
に
約
60
万
あ

る
。
日
本
で
現
在
5
万
2
0
0
0
程
度
［
＊
1
］
だ
か
ら

「
桁
違
い
」
と
は
こ
の
こ
と
だ
。
日
本
に
比
べ
て
歴
史
も

古
く
、
発
展
経
緯
も
違
う
の
で
し
か
た
が
な
い
が
。
こ
の

数
の
多
さ
は
地
方
都
市
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
エ
ア
ラ

ン
ゲ
ン
市
の
人
口
は
、
大
阪
市
で
い
え
ば
阿
倍
野
区
な
ど
、

「
区
」
レ
ベ
ル
だ
。
そ
の
人
口
規
模
の
町
に
、
N
P
O
に

相
当
す
る
組
織
が
約
7
4
0
あ
る
。

こ
れ
だ
け
あ
る
と
、
必
然
的
に
町
の
中
で
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
存
在
に
な
る
。
専
門
的
な
知
識
・
技
術
・
ノ
ウ

ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
て
く
る
し
、
社
会
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
一
般
市
民

向
け
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
も
あ
る
し
、
自
然
保
護
の
よ

う
に
専
門
性
が
高
く
社
会
運
動
に
近
い
こ
と
を
行
う
と
こ

ろ
も
あ
る
。
自
前
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
持
ち
、
地
域
の
ア
ー

ト
シ
ー
ン
を
作
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
う
か
と
思

え
ば
、
町
の
歴
史
を
扱
う
学
術
と
郷
土
文
化
の
保
護
を
推

進
す
る
よ
う
な
、
地
味
だ
が
公
的
意
義
の
大
き
い
も
の
ま

で
た
く
さ
ん
あ
る
。

そ
し
て
、
行
政
に
参
加
す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
イ
ベ
ン

ト
系
の
取
り
組
み
な
ど
は
わ
か
り
や
す
い
例
だ
が
、
行
政

が
何
か
し
ら
の
課
題
を
推
進
し
て
い
く
場
合
、
そ
の
予
算

案
を
作
る
過
程
で
N
P
O
も
会
議
に
加
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
そ
う
か
と
思
え
ば
、
N
P
O
側
の
発
案
で

政
治
や
企
業
、
行
政
と
の
協
力
体
制
を
作
っ
て
い
く
ケ
ー

ス
も
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
が
日
常
茶
飯
事
な
の
で
、
今
さ
ら
日
本

の
よ
う
に
「
協
働
」
と
い
っ
た
こ
と
を
声
高
に
言
う
必
要

が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
N
P
O
な
し
で
は
、
都
市
が

成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
て
く
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
N
P
O
は
自
由
意
思
に
よ
る
活
躍
、

い
わ
ゆ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
た
め
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。

本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
も
、
こ
う

い
っ
た
N
P
O
に
相
当
す
る
組
織
で
、
ド
イ
ツ
全
国
に

約
9
万
あ
る
。
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
市
を
見
る
と
1
0
0
程

度
。
そ
し
て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
数
を
合
わ
せ
る
と
約

3
万
8
6
0
0
人
に
お
よ
ぶ
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
想

像
し
て
ほ
し
い
。
大
阪
市
の
区
の
規
模
の
自
治
体
に
、
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
も
含
む
た
く
さ
ん
の
N
P
O
が
あ
る
の

だ
。
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
も
含
む
N
P
O
が
「
社
会
の
一

部
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

ス
ポ
ー
ツ
に
ど
ん
な
価
値
体
系
が
あ
る
の
か
？

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
は
「
社
会
の
一
部
」
で
あ
る
以
上
に
、

「
社
会
を
作
る
エ
ン
ジ
ン
」
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
は
、
数
多
く
の
社
会
的
機
能
が

ツ
ク
ラ
ブ
」
が
作
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
そ
の
も
の
は
古
く
、
19
世
紀
か
ら
の
歴
史
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
誕
生
は
、
今
の
日
本
で
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

の
議
論
と
は
か
な
り
文
脈
が
異
な
る
。

19
世
紀
初
頭
、
ド
イ
ツ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
の
戦
争
に
負

け
た
歴
史
が
あ
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
ん
な
中
、
教
育
者
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヤ
ー
ン
が
青
年
た
ち
の
愛
国
心
を
高
め
、

体
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
「
ト
ゥ
ル
ネ
ン
」
を
作

り
だ
す
。「
ト
ゥ
ル
ネ
ン
」
と
は
、
あ
え
て
日
本
語
に
す

れ
ば
「
体
操
」
と
い
う
訳
が
当
て
ら
れ
る
。「
体
操
」
が

な
ぜ
愛
国
心
を
強
め
る
も
の
に
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
民

族
性
と
重
ね
ら
れ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
や
や
乱
暴
だ
が
、

日
本
の
武
道
を
考
え
る
と
想
像
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

柔
道
や
剣
道
に
は
す
り
足
な
ど
の
日
本
独
自
と
さ
れ
る
身

体
性
、
さ
ら
に
は
精
神
性
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
こ
う
い
う

あ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
社
会
的
機
能
の
根
拠
に

な
る
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
価
値
体
系
に
つ
い

て
見
て
み
よ
う
。

日
本
の
ス
ポ
ー
ツ
は
「
体
育
会
系
」
と
い
う
一
種
の
価

値
体
系
が
幅
を
利
か
せ
て
い
る
。
人
生
を
賭と

し
て
競
技
に

取
り
組
む
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
根
性
論
」
が
そ
の

伝
統
的
燃
料
だ
。
そ
の
せ
い
か
、「
勝
負
に
勝
つ
」「
記
録

を
伸
ば
す
」
と
い
っ
た
方
向
性
が
強
い
。
ま
た
、「
先
輩

後
輩
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
秩
序
が
あ
り
、
さ
ら
に
指
導
者

の
権
威
が
強
す
ぎ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
昨
今
は

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
や
学
校
の
部
活
で
の
、
指
導
者
に
よ

る
暴
力
が
問
題
化
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
以
前
、

普
通
の
指
導
方
法
だ
っ
た
「
体
罰
」
が
「
暴
力
」
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
日
本
社
会
の
変
化
も
見
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。

一
方
、
ド
イ
ツ
の
ス
ポ
ー
ツ
の
価
値
体
系
は
「
ス
ポ
ー

競
技
ス
ポ
ー
ツ
に
関
心
が
向
き
が
ち
な
日
本
と
は
異
な
り
、

ド
イ
ツ
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
身
近
で
、

都
市
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
場
」
作
り
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

市
民
が
自
発
的
に
運
営
す
る
地
域
総
合
型
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
町
中
に
あ
り
、

地
域
を
活
性
化
す
る
強
力
な
エ
ン
ジ
ン
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

な
ぜ
、
ド
イ
ツ
で
、
こ
の
よ
う
な
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
発
展
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
で
、
市
民
主
体
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
も
っ
と
興
隆
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。

在
独
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
高
松
平
藏
氏
の
報
告
か
ら
考
察
す
る
。

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
都
市
を
駆
動
さ
せ
る

――
ド
イ
ツ・エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
か
ら
の
リ
ポ
ー
ト

高
松
平
藏

Takam
atsu H

eizo

た
か
ま
つ
・
へ
い
ぞ
う

ド
イ
ツ
在
住
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
1
9
6
9
年
奈
良
県
生
ま
れ
。
京
都
の

地
域
経
済
紙
を
経
て
1
9
9
0
年
代
後
半
か
ら
日
独
を
行
き
来
す
る
よ
う

に
な
り
、
2
0
0
2
年
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
市
に
居
を
定
め
た
。
同
市
で
セ

ミ
ナ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
開
催
す
る
ほ
か
、
日
本
へ
一
時
帰
国
し
大
学
や

自
治
体
で
講
演
活
動
を
行
う
。
著
書
に
『
ド
イ
ツ
の
地
方
都
市
は
な
ぜ
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
な
の
か
―
―
質
を
高
め
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
』『
ド
イ
ツ
の
地
方
都

市
は
な
ぜ
元
気
な
の
か
―
―
小
さ
な
街
の
輝
く
ク
オ
リ
テ
ィ
』（
と
も
に
学

芸
出
版
社
）、『
エ
コ
ラ
イ
フ
―
―
ド
イ
ツ
と
日
本
ど
う
違
う
』（
妻
・
ア
ン

ド
レ
ア
と
の
共
著
、
化
学
同
人
）
が
あ
る
。
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部
分
が
妙
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
、
愛
国
精
神
や

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
拠
り
所
に
さ
れ
る
。
ト
ゥ
ル
ネ
ン
も

「
民
族
の
身
体
文
化
」
と
い
う
わ
け
だ
。

一
方
、
ト
ゥ
ル
ネ
ン
を
経
て
確
立
さ
れ
た
人
間
関
係
を

見
る
と
、「
と
も
に
体
操
を
す
る
仲
間
」
と
い
う
平
等
な

関
係
を
強
調
し
た
。
ド
イ
ツ
語
の
二
人
称
に
は
「
ド
ゥ

（
お
前
、
君
）」
と
い
う
親
称
と
、「
ジ
ー
（
あ
な
た
）」
と
い

う
社
交
称
が
あ
る
。
若
者
同
士
は
最
初
か
ら
親
称
を
使
う

が
、
一
般
に
は
「
あ
な
た
」
か
ら
「
お
前
」
に
切
り
替
わ

る
の
に
思
い
の
ほ
か
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
る
。
今
日

で
も
そ
う
だ
か
ら
、
2
0
0
年
前
だ
と
職
業
・
身
分
に

よ
る
壁
は
高
い
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で

あ
っ
て
も
「
体
操
を
と
も
に
す
る
仲
間
」
は
「
お
前
」
と

い
う
親
称
で
呼
び
合
っ
た
。
こ
れ
は
現
代
で
も
そ
う
だ
。

し
か
し
当
時
は
「
平
等
性
」
の
強
調
・
確
認
以
上
に
「
同

志
」
と
い
う
強
い
結
束
の
感
情
を
呼
び
起
こ
す
装
置
に
も

な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
19
世
紀
に
は
「
体
操
家

の
歌
（
ト
ゥ
ル
ナ
ー
リ
ー
ト
）」
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
が
、

歌
詞
を
見
る
と
連
帯
を
意
味
す
る
「
兄
弟
愛
」
な
ど
の
単

語
も
散
見
さ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
初
期
の
段

階
で
、
人
間
関
係
の
秩
序
の
あ
り
方
が
確
立
さ
れ
た
。
結

束
と
と
も
に
、
平
等
性
を
強
調
す
る
要
素
が
組
み
込
ま
れ

た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
時
点
で
日
本
の

「
体
育
会
系
」
と
方
向
性
が
全
く
逆
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。

「
万
人
の
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
」
の
実
際

戦
後
の
旧
西
ド
イ
ツ
で
は
、
1
9
6
0
年
代
か
ら
「
万

人
の
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
が
い
わ
れ
、

ド
イ
ツ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
協
会
ら
ス
ポ
ー
ツ
団
体
か
ら
の
動

き
で
、
自
治
体
・
州
・
連
邦
も
動
き
、
ス
ポ
ー
ツ
設
備
が

増
え
た
。
加
え
て
様
々
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
も

行
わ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
直
訳
す
る
と
「
幅
広
い
ス
ポ
ー

ツ
（
ブ
ラ
イ
テ
ン
シ
ュ
ポ
ル
ト
）」
と
言
わ
れ
る
概
念
が
広

が
っ
た
こ
と
が
重
要
だ
。
ド
イ
ツ
で
は
概
念
定
義
を
厳
密

に
行
う
傾
向
が
強
い
が
、
こ
の
「
幅
広
い
ス
ポ
ー
ツ
」
は

口
語
的
で
、
わ
り
と
広
い
範
囲
で
使
わ
れ
て
い
る
。
筆
者

の
印
象
で
は
、「
幅
広
い
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
…
…
」
と

い
え
ば
、
だ
い
た
い
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
ア
ス
リ
ー
ト
以
外

の
ス
ポ
ー
ツ
全
体
を
意
味
す
る
。
私
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
言
葉
が
あ
る
た
め
に
、
よ
り
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

の
社
会
的
機
能
を
強
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え

る
の
だ
。

例
え
ば
筆
者
も
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
市
内
の
「
体
操
ク
ラ

ブ
」
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
19
世
紀
半
ば

の
設
立
時
に
体
操
ク
ラ
ブ
と
し
て
始
ま
っ
た
た
め
に
付
け

ら
れ
た
名
称
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
複
数
の
競
技
を

扱
っ
て
い
る
。
日
本
で
「
総
合
型
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
」
と

紹
介
さ
れ
て
い
る
タ
イ
プ
の
も
の
だ
。

こ
の
ク
ラ
ブ
の
柔
道
部
署
で
筆
者
は
柔
道
を
行
っ
て
い

る
が
、「
幅
広
い
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
柔
道
」
で
あ
る
。

高
校
生
ぐ
ら
い
か
ら
年
金
生
活
者
ま
で
、
ま
さ
に
老
若
男

女
が
一
緒
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
技

術
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
行
う
が
、
遊
び
の
要
素
も
多
い
。
乱

取
り
で
も
、
技
の
掛
け
合
い
を
楽
し
ん
で
い
る
。
日
本
に

比
べ
て
ド
イ
ツ
の
大
学
生
は
勉
強
に
費
や
す
時
間
が
長
い

が
、
息
抜
き
の
た
め
に
来
て
い
る
。
一
方
で
乱
取
り
を
楽

し
み
た
い
中
高
年
同
士
が
汗
を
か
き
な
が
ら
、
子
供
の
よ

う
に
組
み
合
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
試
合
に
出
る
人
も

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
頑
張
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
年
間
を
通
じ
て
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
の
飲

食
を
と
も
に
す
る
機
会
が
あ
り
、
ク
ラ
ブ
の
施
設
に
は
サ

ウ
ナ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
も
あ
る
。
畳
か
ら
下
り
る
と
、
お

し
ゃ
べ
り
に
花
が
咲
く
わ
け
だ
。

も
う
ひ
と
つ
加
え
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
の
学
校
に
は
日

本
の
よ
う
な
部
活
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
部
分
的
に
ス

ポ
ー
ツ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
授
業
は
あ
る
が
、
日
本
の
よ
う

に
学
校
で
早
朝
や
授
業
終
了
後
に
練
習
と
い
う
光
景
は
な

い
。
で
は
、
子
供
た
ち
は
ど
こ
で
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
る

の
か
と
い
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
だ
。
そ
の
た
め
、
先

述
の
柔
道
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
も
10
代
と
60
代
が
同
じ
畳

の
上
で
汗
を
か
く
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
歳
が

離
れ
て
い
て
も
、二
人
称
は
「
お
前
」
と
い
う
親
称
で
あ
る
。

数
多
い
、ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
機
能

こ
う
い
っ
た
普
段
の
様
子
を
見
た
時
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
に
多
く
の
機
能
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

ま
ず
は
、
老
若
男
女
で
職
業
、
肩
書
き
な
ど
の
立
場
を

抜
き
に
し
た
社
交
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
だ
。
今
日
の
議

論
で
い
え
ば
「
社
会
的
共
通
資
本
」
や
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ

ス
」
と
い
っ
た
も
の
を
か
ぶ
せ
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。

そ
れ
か
ら
「
都
市
」
の
定
義
は
意
外
と
難
し
い
も
の
だ

が
、
ド
イ
ツ
を
見
る
と
歴
史
的
発
展
経
緯
か
ら
、
都
市
の

イ
メ
ー
ジ
や
概
念
が
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
都
市

は
建
築
物
が
密
集
し
て
い
る
空
間
だ
が
、
同
時
に
人
間
も

密
集
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
地
縁
・
血
縁
と
い

う
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
関
係
で
は
な
い
。「
赤
の
他
人
」

の
集
ま
り
と
い
う
こ
と
が
前
提
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
が

知
り
合
う
き
っ
か
け
を
恣
意
的
に
作
る
こ
と
が
重
要
で
、

そ
れ
は
文
化
政
策
の
役
割
の
ひ
と
つ
だ
。
こ
れ
で
「
赤
の

他
人
」
の
集
ま
り
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
要
素
を
持
っ
た
集

団
に
な
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
も
そ
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
か
た
ち
だ
。

今
日
の
ド
イ
ツ
の
課
題
に
、
移
民
や
外
国
の
ル
ー
ツ
を

持
っ
た
人
々
と
、
い
か
に
人
間
の
尊
厳
を
保
ち
な
が
ら
、

上／学校や会社にコミュニティが固定しがちで、個 人々の社会的視野が広がりにくい日本。
下／一方、メンバーの属性にとらわれずに楽しめるスポーツクラブが、地域社会の一部になって
いるドイツ。
© Takamatsu, Heizo

█既存の日本型構造（タコツボ型）

学校や会社が唯一の世界になりやすい

私的領域

学校 会社

先輩後輩の
上下関係。
スポーツも

学校内で完結

体育会系社風の
ところも多く、
肩書き抜きの
付き合いが

できる人が少ない

私的領域

社会

█ドイツの構造（市民社会型）

学校や会社が唯一の世界ではない

NPO

学校 会社

スポーツクラブ
親称の関係（平等）。

あらゆる世代がメンバー。
子供の場合、学校も異なる

社
会
秩
序
を
再
構
成
す
べ
き
か
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ

の
課
題
を
推
進
す
る
の
に
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
一
役
買
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
も
の
に
相
互
敬

意
、
公
正
な
ど
の
価
値
が
含
ま
れ
て
い
る
の
に
加
え
、
ク

ラ
ブ
で
定
期
的
に
一
緒
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
と
、
お

互
い
の
精
神
的
距
離
が
縮
ま
る
の
も
早
い
か
ら
だ
ろ
う
。

ま
た
、
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
誰
も
排
除
さ
れ

な
い
社
会
と
も
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
ク
ラ
ブ
は
自
由
意
思
に
よ
る
貢
献
が
で
き
る
場

だ
。
ト
レ
ー
ナ
ー
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
持
つ
人
は
、
わ
ず
か

な
報
酬
で
余
暇
時
間
に
ト
レ
ー
ナ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
人

も
多
い
。
日
本
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
有
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
」
だ
。
ち
な
み
に
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
市
で
は
ト
レ
ー

ナ
ー
は
7
6
0
人
を
超
え
る
。

ま
た
試
合
な
ど
が
あ
る
と
、
テ
ー
ブ
ル
を
ひ
と
つ
出
し

て
、
ケ
ー
キ
や
軽
食
、
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
を
販
売
す
る

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
を
運
営
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

ケ
ー
キ
を
焼
き
、
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
を
運
営
す
る
の
も
、
立
派

な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
。
試
合
結
果
や
ク
ラ
ブ
の
活
動
記
録
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
ク
ラ
ブ
の
機
関
誌
の
た
め
の
記
事
を
書

い
た
り
、
写
真
撮
影
も
そ
う
だ
。

子
供
・
青
少
年
向
け
に
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
は
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
教
育
の
場
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
原
則
の
ひ
と
つ
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

だ
が
、
そ
う
い
う
組
織
で
若
者
や
子
供
た
ち
は
、
人
の
意

見
に
耳
を
傾
け
、
自
由
に
発
言
す
る
と
い
う
振
る
舞
い
を

学
ぶ
わ
け
だ
。
も
っ
と
も
筆
者
の
見
聞
で
い
え
ば
、
そ
う

い
う
振
る
舞
い
は
後
述
す
る
よ
う
に
学
校
で
も
学
ん
で
い

る
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
特
殊
性
と
し
て
は
見
え
に

く
い
。
だ
が
「
先
輩
後
輩
シ
ス
テ
ム
」
の
日
本
の
ス
ポ
ー

ツ
組
織
と
比
べ
る
と
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
学
ぶ
場
と
し
て

の
ク
ラ
ブ
の
特
徴
を
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

硬
直
的
な
体
育
会
系
の
組
織
で
は
先
輩
に
は
絶
対
服
従
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健康寿命を延ばす目的で、スポーツクラブが自治体と一緒に作成した健康プログラム
を楽しむ市民。

子供たちが楽しくスポーツを学ぶNOBY T＆F CLUB
（右端が朝原氏）。

ドイツで舞踏会は今日でも様々なコミュニティの社交様式のひとつ。スポーツ関係者
が集う舞踏会も行われる（上下とも筆者撮影）。

と
い
っ
た
、
軍
隊
を
思
わ
せ
る
雰
囲
気
が
あ
る
か
と
思
う
。

も
し
「
後
輩
な
の
に
生
意
気
だ
」
と
発
言
を
封
じ
ら
れ
る

と
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
成
り
立
た
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、

平
等
性
を
強
調
す
る
ド
イ
ツ
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
教
育
の
機
能
も
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ

う
。

行
政
に
参
加
す
る
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
N
P
O
は
行
政
と
と
も

に
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
も
例
外
で
は
な
い
。

今
日
、
国
民
全
体
の
健
康
の
底
上
げ
は
大
切
な
テ
ー
マ

だ
。
高
齢
化
社
会
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る
と
、
次
に
く
る

課
題
は
健
康
寿
命
を
い
か
に
延
ば
す
か
だ
。
そ
こ
で
自
治

体
は
様
々
な
健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
う
わ
け
だ
が
、
専
門

的
な
人
材
や
施
設
を
持
つ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
と
当
然
タ
ッ

グ
を
組
む
。

ま
た
行
政
が
、
あ
る
エ
リ
ア
の
発
展
策
を
考
え
る
場
合
、

土
地
利
用
と
し
て
「
遊
び
」「
運
動
」
と
い
っ
た
目
的
の

余
暇
ス
ペ
ー
ス
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
う
い
う

時
に
も
最
初
か
ら
エ
リ
ア
内
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
会
議

に
参
加
し
、
コ
ン
セ
プ
ト
策
定
に
あ
た
り
、
現
状
把
握
の

た
め
の
情
報
を
提
供
し
、
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
い
わ
ば

都
市
計
画
に
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
加
わ
っ
て
い
る
か
た
ち

だ
。

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
な
ぜ
成
り
立
つ
の
か

さ
て
、
ド
イ
ツ
の
人
々
は
な
ぜ
こ
こ
ま
で
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
ブ
に
定
期
的
に
足
を
運
ん
だ
り
、
自
由
意
思
で
な
ん
ら

か
の
貢
献
が
で
き
る
の
か
。「
可
処
分
時
間
」
と
「
教
育
」、

そ
し
て
「
自
我
の
あ
り
方
」
の
3
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
筆
者
の
実
感
も
含
め
て
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
に
は
自
由
に
使
え
る
時
間
が
多
い
。
労
働
時

間
の
世
界
比
較
と
い
う
の
は
、
実
際
と
隔
た
り
が
あ
る
よ

う
だ
が
、
そ
れ
で
も
参
考
ま
で
に
O
E
C
D
の
デ
ー
タ

を
ひ
く
と
［
＊
2
］、
年
間
の
労
働
時
間
は
日
本
の

1
7
1
0
時
間
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
は
1
3
5
6
時
間

だ
。
今
日
、
ド
イ
ツ
で
も
残
業
が
増
え
て
い
る
が
、
日
本

か
ら
駐
在
で
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
た
人
な
ど
は
、
ド
イ
ツ
の

ほ
う
が
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
と
漏
ら
す
人
が
多
い
。
し
か

も
職
住
近
接
。
こ
れ
で
物
理
的
に
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
へ
平

日
の
夕
方
か
ら
で
も
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
休
暇
も
取
り

や
す
い
の
で
、
ク
ラ
ブ
の
催
し
に
力
を
入
れ
た
い
時
に
、

時
間
を
確
保
で
き
る
。

次
に
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、
人
間
の
尊
厳
を

軸
に
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
、
様
々
な
角
度
か
ら

学
校
教
育
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
意
見
を
自
由
に
発
言

す
る
こ
と
な
ど
は
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
こ
れ
と
関
連
す
る
の

が
自
我
の
あ
り
方
だ
ろ
う
。
社
会
史
を
た
ど
る
と
、
長
い

時
間
を
か
け
て
変
遷
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
だ
が
、
カ

ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
哲
学
や
19
世
紀
の
工
業
化
の
影
響
で
、

「
自
己
決
定
を
行
う
私
」
と
い
う
自
我
の
あ
り
方
が
確
立

さ
れ
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
す
る
問
題
も
あ
る
の
だ
が
、
そ

れ
に
し
て
も
「
自
分
で
自
分
の
人
生
を
設
計
す
る
」
と
い

う
こ
と
が
原
則
に
な
る
。
年
間
の
う
ち
に
い
つ
長
期
休
暇

を
取
り
、
何
を
す
る
か
、
と
い
う
の
も
そ
う
い
う
自
我
と

馴
染
み
や
す
い
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
し
て
も
「
滅
私
奉

公
」
に
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
自
由
意
思
」
活
動
に
な

る
の
も
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
自
我
が
際
立
つ
と
「
他
者
と
ど
う
い
う
関
係
を

持
つ
か
」
と
い
う
課
題
は
出
て
く
る
が
、
こ
の
あ
た
り
も

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
制
度
と
も
連
関
性
を
持
ち
や
す
い
。

そ
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
分
野
を
見
る
と
、「
自
己
決
定
で

ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
自
分
」
と
い
う
自
己
像
が
あ
る
よ
う
に

思
う
。
特
に
競
技
ス
ポ
ー
ツ
を
比
べ
る
と
顕
著
だ
が
、
日

本
の
部
活
な
ど
で
は
「
や
ら
さ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
」
の
よ
う

な
雰
囲
気
も
あ
る
と
聞
く
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
様
子
を

見
て
い
る
と
、
自
分
に
合
わ
な
け
れ
ば
簡
単
に
や
め
て
し

ま
う
し
、
競
技
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
「
自
己
決
定

で
行
う
」
と
い
う
こ
と
が
ベ
ー
ス
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

日
本
へ
の
提
言

日
本
を
見
る
と
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
少
し
ず
つ
生
ま

れ
て
い
る
。
例
え
ば
大
阪
ガ
ス
㈱
を
引
き
合
い
に
出
す
と
、

朝
原
宣
治
さ
ん
（
2
0
0
8
年
北
京
五
輪　

陸
上
男
子
4
×

1
0
0
m
リ
レ
ー
の
銀
メ
ダ
リ
ス
ト
）
が
N
O
B
Y 

T
&
F 

C
L
U
B
（
ノ
ビ
ィ 

テ
ィ
ー
ア
ン
ド
エ
フ 

ク
ラ
ブ
）
と
い
う

陸
上
競
技
ク
ラ
ブ
を
主
宰
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
は
大
阪
ガ

ス
陸
上
競
技
部
副
部
長
と
い
う
肩
書
き
を
持
ち
、
兵
庫
県

に
あ
る
同
社
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
実
際
の
指
導
を
行
っ
て
い

る
。
会
社
側
か
ら
み
れ
ば
、
ア
ス
リ
ー
ト
育
成
、
町
作
り
、

健
康
増
進
な
ど
を
通
し
て
行
う
「
社
会
貢
献
事
業
」
で
あ

る
。
し
か
し
N
O
B
Y 

T
&
F 

C
L
U
B
か
ら
い
え
ば
、

企
業
ベ
ー
ス
の
ク
ラ
ブ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

同
ク
ラ
ブ
に
筆
者
は
2
0
1
8
年
秋
に
訪
問
し
た
こ

と
が
あ
る
。
朝
原
さ
ん
以
外
に
も
ア
ス
リ
ー
ト
と
し
て
か

な
り
の
実
績
の
あ
る
コ
ー
チ
陣
が
い
て
、
あ
る
意
味
、
贅

沢
な
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
小
学
生
と
一
般
コ
ー
ス
の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
一
言
で
い
え
ば
「
真
剣
で

は
あ
る
が
、
不
必
要
に
ピ
リ
ピ
リ
せ
ず
、
温
和
」
と
い
う

雰
囲
気
だ
。
小
学
生
の
会
員
に
、
ク
ラ
ブ
に
入
っ
て
何
が

よ
か
っ
た
か
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
る
と
、「
た
く
さ
ん
の

友
達
が
で
き
た
」
と
い
う
こ
と
が
挙
が
る
そ
う
だ
が
、
な

る
ほ
ど
と
頷
け
る
光
景
で
あ
る
。

ま
た
一
般
コ
ー
ス
で
は
、
会
員
の
方
た
ち
は
、
走
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
運
動
メ

ニ
ュ
ー
に
コ
ー
チ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら
取
り
組

ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
趣
味
と
し
て
競
技
に
出
場
し
て
い

る
人
が
多
い
よ
う
だ
っ
た
が
、
中
に
は
80
代
の
男
性
も
い

た
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
通
し
て
、
様
々
な
年
代
の
人
と
交

流
で
き
る
こ
と
が
楽
し
い
と
い
う
。
朝
原
さ
ん
は
、
ド
イ

ツ
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
で
3
年
間
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
経
験

が
あ
り
、
そ
の
雰
囲
気
を
体
験
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、

N
O
B
Y 

T
&
F 

C
L
U
B
の
運
営
に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
企
業
と
の
密
接
な
関
係
を
持
つ
同
ク
ラ
ブ

は
、
ド
イ
ツ
の
一
般
的
な
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
か
ら
み
る
と
、

か
な
り
特
殊
な
構
造
だ
。
だ
と
し
て
も
部
活
な
ど
の
既
存

の
日
本
の
「
ス
ポ
ー
ツ
の
場
」
と
は
質
的
に
違
う
の
を
感

じ
た
。
ス
ポ
ー
ツ
文
化
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。ド

イ
ツ
の
様
子
を
見
る
と
、
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
る
も

の
も
多
い
が
、
制
度
の
み
を
取
り
入
れ
て
も
背
景
が
異
な

る
の
で
「
劣
化
コ
ピ
ー
」
に
な
る
だ
け
だ
。
考
え
る
べ
き

は
、「
地
域
の
一
部
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
、
社
会
を
作
る

エ
ン
ジ
ン
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
問
い
を
た
て
る

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
既
存
の
組
織
を
ど
う
発
展
さ
せ
る

べ
き
か
、
何
が
足
り
な
い
か
、
ど
う
い
っ
た
も
の
を
組
み

合
わ
せ
て
新
し
い
価
値
を
作
る
か
と
い
う
議
論
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
N
O
B
Y 

T
&
F 

C
L
U
B
の
よ
う
に
企
業
と
の
関
係
の
中
で
模
索
す
る

の
も
ひ
と
つ
の
手
だ
ろ
う
。
企
業
の
論
理
と
ス
ポ
ー
ツ
の

価
値
が
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
ど
う
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題

も
あ
る
が
、
一
方
で
企
業
の
持
つ
様
々
な
資
源
や
ノ
ウ
ハ

ウ
を
ク
ラ
ブ
運
営
に
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
地
域
ス
ポ
ー
ツ
を
活
発
化
す
る
に
は
個
人
の
可

処
分
時
間
を
ど
う
増
や
す
か
、
人
間
関
係
を
ど
う
作
る
か

な
ど
の
課
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
労
働
問
題
や
文
化
・
教
育

と
い
っ
た
広
範
囲
で
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
ス
ポ
ー
ツ

の
環
境
整
備
の
必
要
性
が
あ
る
わ
け
だ
。
こ
う
い
う
課
題

に
対
し
て
「
ス
ポ
ー
ツ
側
」
か
ら
働
き
か
け
る
こ
と
も
大

切
だ
。
こ
れ
が
「
社
会
を
つ
く
る
エ
ン
ジ
ン
」
と
し
て
の

ス
ポ
ー
ツ
が
で
き
る
こ
と
だ
と
思
う
。

注＊
1	

内
閣
府
N
P
O
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
（
2
0
1
8
年
12
月
28
日
閲
覧
）

	
https://w

w
w
.npo-hom

epage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-seni

＊
2	

O
E
C
D
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
（
2
0
1
8
年
12
月
28
日
閲
覧
） 

	
https://data.oecd.org/em

p/hours-w
orked.htm
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イタリア料理の永松氏（写真奥左）と日本料理の栫山氏（写真奥中）という異色の組み合わせが高い関心を集め、会場は満席となった。

出所：英誌『エコノミスト』の調査部門「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット」（EIU）

ん
で
き
た
経
験
を
も
つ
。
そ
し
て
、
栫
山

一
希
氏
は
江
戸
時
代
の
大
坂
で
ふ
る
ま
わ

れ
た
本
膳
料
理
の
再
現
な
ど
を
通
し
過
去

に
学
び
、
現
代
性
を
融
合
し
て
新
た
な
大

阪
料
理
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
。
料
理

を
通
し
て
「
内
と
外
」「
過
去
と
現
在
」

を
つ
な
ぐ
ふ
た
り
の
経
験
か
ら
、
多
く
の

こ
と
が
学
べ
る
は
ず
だ
。

永
松
信
一
氏
の
話
は
、
日
本
よ
り
も
濃

密
な
イ
タ
リ
ア
の
地
域
性
を
強
調
す
る
も

の
と
な
っ
た
。
そ
の
象
徴
と
し
て
、
イ
タ

リ
ア
文
化
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い

理
を
食
べ
た
。
大
坂
に
は
か
つ
て
『
浮う

か
む
せ瀬

』

と
か
『
西さ

い

照し
よ
う

庵あ
ん

』
と
い
っ
た
、
誰
も
が
一

生
に
一
度
は
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
よ

う
な
料
亭
が
あ
っ
た
の
で
す
（
池
永
）」

五
感
で
感
じ
る
風
土
や
文
化
は
ど
う

や
っ
て
つ
く
ら
れ
る
の
か
?　

そ
し
て
、

「
本
来
の
大
阪
」
や
「
本
来
の
近
畿
」
を

再
起
動
さ
せ
る
た
め
に
何
が
必
要
か
?

そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
「
内
と
外
」

「
過
去
と
現
在
」
を
つ
な
ぎ
、
翻
訳
・
再

編
集
す
る
こ
と
だ
と
い
う
の
が
、「
ル

ネ
ッ
セ
」
の
考
え
方
だ
。

今
回
の
ゲ
ス
ト
で
あ
る
永
松
信
一
氏
は

イ
タ
リ
ア
料
理
の
真
髄
を
伝
え
な
が
ら
日

本
の
食
材
や
風
土
に
合
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン

を
つ
く
り
、
地
方
に
新
し
い
風
を
吹
き
込

「
大
阪
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
で
表
す
と
何
色

で
す
か
?
」「
大
阪
の
音
と
い
え
ば
何
を

思
い
浮
か
べ
ま
す
か
?
」「
大
阪
の
匂
い

は
?
」「
大
阪
の
味
は
?
」「
大
阪
の
イ

メ
ー
ジ
は
か
た
い
?　

や
わ
ら
か
い
?
」

少
々
意
外
と
も
い
え
る
質
問
の
連
続
か

ら
始
ま
っ
た
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
。
ま
ず
は

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所

の
池
永
寛
明
所
長
が
問
題
提
起
を
行
っ
た
。

目
に
見
え
る
色
や
形
、
耳
に
聴
こ
え
る

音
、
そ
し
て
匂
い
や
味
、
さ
ら
に
は
触
覚

ま
で
。
人
び
と
が
五
感
で
抱
く
「
大
阪
の

イ
メ
ー
ジ
」
に
は
、「
内
と
外
」
で
大
き

な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば

大
阪
に
暮
ら
し
て
い
る
人
の
多
く
は
、
自

分
の
ま
ち
を
「
水
の
都
＝
青
」
と
感
じ
て

い
る
の
に
対
し
、
外
部
の
人
が
抱
く
大
阪

の
イ
メ
ー
ジ
は
活
動
的
な
赤
だ
っ
た
り
、

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
黄
色
だ
っ
た
り
す
る
。

う
る
さ
い
、
治
安
が
悪
い
、
装
い
が
派

手
…
…
。
大
阪
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
、
こ

う
し
た
負
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
く
は
、

1
9
6
0
年
代
以
降
に
メ
デ
ィ
ア
を
通

し
て
拡
散
・
形
成
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と

い
う
。
そ
れ
に
対
し
、
実
際
に
大
阪
で
暮

ら
し
て
い
る
人
び
と
が
普
段
か
ら
も
っ
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
て
み
る
と
、
む

し
ろ
歴
史
的
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き

た
リ
ア
ル
な
ま
ち
の
姿
に
近
い
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。

「
今
、
多
く
の
外
国
人
が
大
阪
に
魅
力
を

感
じ
て
お
り
、
外
国
人
観
光
客
訪
問
率
は

国
内
ト
ッ
プ
に
な
り
ま
し
た
。
世
界
に
お

け
る
『
住
み
や
す
い
都
市
ラ
ン
キ
ン
グ

2
0
1
8
』
で
も
、
ウ
ィ
ー
ン
、
メ
ル
ボ

ル
ン
に
次
い
で
三
位
に
選
ば
れ
て
い
ま
す

（
表
）。
で
も
実
を
い
う
と
、
大
坂
は
江
戸

時
代
の
頃
か
ら
今
と
変
わ
ら
ず
水
の
都
で

あ
っ
て
、
日
本
一
の
観
光
都
市
だ
っ
た
の

で
す
。
訪
れ
る
人
は
、
行
き
交
う
た
く
さ

ん
の
船
や
天
満
青
物
市
場
な
ど
を
見
て

『
天
下
の
台
所
』
の
活
力
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
し
て
四
天
王
寺
や
大
坂
城
を
訪
れ
、
道

頓
堀
で
芝
居
を
楽
し
み
、
さ
ら
に
大
坂
料

五
感
で
感
じ
る
大
阪
は
、

そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い

バ
ー
ル
（
お
酒
も
飲
め
る
喫
茶
店
の
よ
う
な

場
所
）
や
市
場
が
も
っ
て
い
る
重
要
な
役

割
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

「
イ
タ
リ
ア
で
修
業
し
て
い
た
頃
、
ま
だ

通
貨
が
リ
ラ
の
時
代
で
し
た
。
カ
プ
チ
ー

ノ
一
杯
が
当
時
、
60
～
70
円
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
人
び
と
は
バ
ー
ル
に
通
い
、
毎

日
7
杯
も
8
杯
も
飲
ん
で
い
た
。
バ
ー
ル

は
、
家
か
ら
歩
い
て
行
け
る
身
近
な
居
場

所
で
あ
り
、
そ
こ
で
地
域
と
の
つ
な
が
り

が
親
か
ら
子
へ
と
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
幼
な
じ
み
が
、
80
歳
に
な
っ
て
も

毎
日
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
、
サ
ッ
カ
ー
の

話
を
し
て
い
た
り
す
る
の
で
す
」

日
本
と
同
じ
く
核
家
族
化
が
進
ん
で
い

る
と
は
い
え
、
家
族
の
全
員
が
集
ま
り
長

い
時
間
を
か
け
て
食
べ
る
ラ
ン
チ
と
い
っ

た
イ
タ
リ
ア
な
ら
で
は
の
食
文
化
も
健
在

だ
。
食
を
通
し
て
承
継
さ
れ
る
文
化
の
あ

り
方
が
、
深
い
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形

づ
く
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
修
業
時
代
に
永
松

氏
が
よ
く
仕
入
れ
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
、

サ
ン
タ
ン
ブ
ロ
ー
ジ
ョ
市
場
の
様
子
も
写

真
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
た
。
近
郊
で
つ
く

ら
れ
た
新
鮮
な
野
菜
が
集
ま
り
、
質
の
よ

い
オ
リ
ー
ブ
や
チ
ー
ズ
、
生
ハ
ム
な
ど
、

小
規
模
な
生
産
者
が
昔
な
が
ら
の
製
法
を

守
り
な
が
ら
つ
く
っ
て
い
る
商
品
を
扱
う

店
が
多
く
並
ぶ
美
し
い
場
所
だ
。
イ
タ
リ

ア
で
は
、
こ
う
し
た
小
規
模
の
市
場
で
買

い
物
を
す
る
人
が
多
い
と
い
う
。

「
ひ
と
つ
の
国
に
統
一
さ
れ
て
か
ら
の
歴

イ
タ
リ
ア
に
は「
本
物
は
ひ
と
つ
」と

呼
べ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る

■表：世界で最も住みやすい都市ランキング2018 トップ10
2018順位 2017順位 都市名 国名

1位 2位 ウィーン オーストリア
2位 1位 メルボルン オーストラリア
3位 ‐ 大阪 日本
4位 5 位 カルガリー カナダ
5位 ‐ シドニー オーストラリア
6位 3位 バンクーバー カナダ
7位 4位 トロント カナダ
7位 ‐ 東京 日本
9 位 ‐ コペンハーゲン デンマーク

10 位 5 位 アデレード オーストラリア

「
内
と
外
」「
過
去
と
現
在
」で
つ
な
が
る
食
文
化

ル
ネ
ッ
セ
・
セ
ミ
ナ
ー「
食
で
、ま
ち
を
変
え
ら
れ
る
の
か
」報
告

都
市
や
地
域
社
会
の
価
値
・
活
力
を
、
ど
う
す
れ
ば
再
起
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
?

2
0
1
8
年
12
月
に
行
わ
れ
た
ル
ネ
ッ
セ
・
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ
は
、「
食
で
、
ま
ち
を
変
え
ら
れ
る
の
か
」。

そ
し
て
、
こ
れ
に
相
応
し
い
ゲ
ス
ト
と
し
て
、
ふ
た
り
の
料
理
人
を
招
い
た
。

ひ
と
り
は
、
か
つ
て
奈
良
県
東
吉
野
村
で
「
リ
ス
ト
ラ
ン
テ 

ロ
ア
ジ
」
を
開
業
し
た
イ
タ
リ
ア
料
理
シ
ェ
フ
・
永
松
信
一
氏
。

も
う
ひ
と
り
は
「
日
本
料
理 

か
こ
み
」
を
開
業
し
、

江
戸
時
代
の
大
坂
料
理
の
再
現
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
若
手
料
理
人
・
栫

か
こ
い

山や
ま

一か
ず

希き

氏
で
あ
る
。

「
異
色
の
組
み
合
わ
せ
」
へ
の
関
心
も
高
く
、
会
場
に
は
食
や
ま
ち
づ
く
り
と
い
っ
た
仕
事
に
携
わ
る
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
主
婦
と
い
っ
た
幅
広
い
層
か
ら
熱
心
な
参
加
者
が
集
ま
っ
た
。

脇
坂
敦
史
＝
取
材
・
執
筆

橋
本
護
＝
撮
影
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リストランテ ロアジ高島
永松信一

（ながまつ・しんいち）

東京のレストランで修業後、1986
年イタリアに渡り、フィレンツェの
大学に籍をおきながら、イタリア
各都市のレストランで働く。帰国
後、東京などのレストランに勤め
たあと、1995年奈良県東吉野村
で「リストランテ ロアジ」を開業。
2015年滋賀県高島市琵琶湖畔で
パン店「パネ・クラシコ・イタリアー
ノ」、2016年「リストランテ ロア
ジ高島」を開業。イタリアと日本
を行き来し、地域の強みを活かし
たスローフードを実践している。

イタリアの豊かな食文化を支える、活力あふれる市場。 イタリアの地域社会には欠かせない存在であるバール。
上／大阪を代表する市場である大阪中央卸売市場（本場）。
下／栫山氏によって再現された本膳料理「与の膳（四の膳）」。

日本料理 かこみ
栫山一希

（かこいやま・かずき）

大阪・北新地で鶏鍋専門店を経
営していた父に憧れ、神戸や東京
などの料亭・旅館で日本料理を
学び、神戸・三宮のフレンチでも
修業したのち、「チャレンジキッチ
ン」で優秀賞を受賞、27歳で堂
島のホテルエルセラーン大阪で開
業。江戸時代の大坂・道修町で
ふるまわれた本膳料理の再現をは
じめとする大坂料理を研究し、過
去と現代とを融合した大坂料理の
あり方を産経新聞社主催「上方
生活文化堂」などで探求している。

史
が
浅
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
と
に

か
く
地
方
色
が
根
強
い
。
日
本
も
昔
は
そ

う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
シ
チ
リ
ア
に

し
か
な
い
食
材
、
プ
ー
リ
ア
に
し
か
な
い

食
材
と
い
っ
た
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
残
っ
て

い
て
、
そ
れ
し
か
食
べ
な
い
と
い
う
人
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
E
U
統
合
後
は

海
外
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
安
い
食
品
が

入
っ
て
き
ま
し
た
が
、
流
通
革
命
の
影
響

は
ま
だ
日
本
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
新
し
い

流
れ
に
逆
ら
っ
て
昔
な
が
ら
の
食
文
化
を

守
ろ
う
と
す
る
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
よ
う

な
運
動
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
大
き
い
と
思

い
ま
す
」

2
0
1
5
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
「
食
文

化
創
造
都
市
」
に
認
定
さ
れ
た
パ
ル
マ
で

つ
く
ら
れ
る
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ー
ノ
・
レ
ッ

ジ
ャ
ー
ノ
の
よ
う
に
、「
本
物
は
ひ
と
つ
」

と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
が
、
た
く
さ
ん
残

る
。
伝
統
を
守
り
、
簡
単
に
は
変
え
な
い
。

そ
れ
が
イ
タ
リ
ア
食
文
化
が
も
つ
多
様
性

の
源
の
よ
う
だ
。
30
年
ほ
ど
で
食
生
活
が

が
ら
り
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
で
も
、

今
な
ら
ま
だ
イ
タ
リ
ア
の
経
験
に
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
さ

せ
ら
れ
る
話
だ
。

栫
山
一
希
氏
は
自
身
が
再
現
に
携
わ
っ

た
大
坂
の
本
膳
料
理
に
つ
い
て
、
美
し
い

お
膳
の
写
真
と
と
も
に
解
説
し
て
く
れ
た
。

基
に
な
っ
た
の
は
、
1
8
1
3
（
文
化
10
）

年
の
秋
、
道ど

修し
よ
う

町ま
ち

（
大
阪
市
中
央
区
）
で

長
崎
奉
行
所
の
役
人
に
出
さ
れ
た
と
い
う

献
立
で
あ
り
、
周
辺
の
町
民
が
お
金
を
出

し
合
っ
て
つ
く
っ
た
も
の
だ
。

「
そ
も
そ
も
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
献

立
が
読
め
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
（
笑
）。
写
真
の
よ
う
な
直

接
的
な
資
料
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
あ
た
っ
て
当
時
の
旬

の
食
材
を
調
べ
た
り
、
絵
に
描
か
れ
た
も

の
を
見
た
り
し
な
が
ら
、
自
分
な
り
の
再

現
料
理
を
つ
く
り
ま
し
た
。
ご
覧
の
通
り

楽
し
む
も
の
、
そ
し
て
お
土
産
と
し
て
持

ち
帰
る
も
の
で
し
た
。
当
時
の
大
坂
の
人

が
も
て
な
し
に
か
け
た
労
力
の
大
き
さ
に

驚
く
と
と
も
に
、
人
と
人
を
つ
な
ぐ
料
理

と
い
う
も
の
の
役
割
を
改
め
て
強
く
感
じ

江
戸
時
代
の
料
理
を
学
び
な
が
ら
、

新
し
い
大
阪
料
理
を
生
み
出
す

と
に
か
く
品
数
が
多
く
、
汁
物
だ
け
で
3

つ
も
4
つ
も
あ
る
。
と
て
も
食
べ
き
れ
る

量
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
本
膳
に
始

ま
り
、
二
の
膳
、
三
の
膳
と
続
き
ま
す
が
、

後
半
は
ほ
と
ん
ど
見
る
だ
け
で
、
眺
め
て

ま
す
」

こ
う
し
た
経
験
か
ら
、
栫
山
氏
は
大
坂

料
理
の
本
質
と
も
い
え
る
特
徴
を
い
く
つ

か
指
摘
す
る
。
大
坂
料
理
は
出
会
い
も
の
。

つ
ま
り
、「
天
下
の
台
所
」
に
集
ま
っ
て

く
る
旬
の
食
材
を
い
か
に
組
み
合
わ
せ
る

か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
を
引
き
立
て
る
料

理
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
始
末
の
料
理
。

船せ
ん

場ば

汁じ
る

が
そ
の
代
表
例
と
い
え
る
が
、
食

材
を
大
切
に
し
て
な
る
べ
く
無
駄
を
出
さ

な
い
。

「
先
人
の
知
恵
や
経
験
は
、
学
べ
ば
学
ぶ

ほ
ど
す
ご
い
と
感
じ
ま
す
。
た
だ
、
料
理

は
変
化
し
て
い
く
も
の
で
す
。
正
し
い
伝

統
を
伝
え
、
守
る
こ
と
だ
け
に
固
執
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
私
も
『
奇
抜
な
』
と
は
少
し
違
い
ま
す

が
、
料
理
の
本
質
を
踏
ま
え
な
が
ら
つ
ね

に
新
し
い
も
の
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

先
に
永
松
氏
か
ら
紹
介
の
あ
っ
た
イ
タ

リ
ア
の
市
場
に
く
ら
べ
、
日
本
で
は
市
場

が
活
力
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
現
状
も
指
摘
さ
れ
た
。
栫
山
氏
が

日
々
の
仕
入
れ
に
通
っ
て
い
る
大
阪
中
央

卸
売
市
場
（
本
場
）
も
、
全
国
か
ら
あ
ら

ゆ
る
食
材
が
手
に
入
る
便
利
な
場
所
で
は

あ
る
が
、
と
に
か
く
広
す
ぎ
る
。
活
気
や

人
間
味
の
よ
う
な
も
の
が
薄
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

野
菜
で
有
名
な
天
満
の
青
物
市
、
雑ざ

喉こ

場ば

の
魚
市
を
描
い
た
古
い
絵
を
現
在
と
く
ら

べ
れ
ば
、
た
し
か
に
そ
の
違
い
は
一
目
瞭

然
。
こ
れ
か
ら
の
大
阪
の
食
文
化
を
考
え

る
う
え
で
、
大
き
な
課
題
が
あ
る
と
感
じ

ら
れ
た
。

セ
ミ
ナ
ー
の
最
後
は
ふ
た
り
の
料
理
人

同
士
、
さ
ら
に
、
参
加
者
を
交
え
て
の

セ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
。

「
私
は
神
戸
で
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
修
業
し

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
手
間
や
技
術
を
か

け
た
こ
だ
わ
り
の
ソ
ー
ス
を
つ
く
る
こ
と

の
多
い
フ
ラ
ン
ス
料
理
に
く
ら
べ
、
素
材

を
大
切
に
す
る
イ
タ
リ
ア
料
理
の
方
が
、

と
も
に
お
い
し
さ
を
共
有
す
る
時
間
が
、

豊
か
な
食
文
化
を
つ
く
っ
て
い
く
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上／栫山氏と永松氏を交えての和やかなクロストーク。
下／イベント参加者からも相次いで熱心な質問があった。

ルネッセ・セミナー「食で、まちを変えられるのか」

実施日　2018年12月8日（土）　10：00 〜 12：30

会場　グランフロント大阪 
　　　大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所 都市魅力研究室

主催　大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所

イタリアと日本を行き来して「地域における食文化」を考える永松信一氏、江戸
時代の食と現代の食を融合して「大阪の食のあり方」を考える栫山一希氏をゲ
ストとして招き、大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所の池永寛明所長とともに、
都市や地域社会の活力における食の可能性について活発に意見を交換した。

イベントの後半に登壇した、永松氏と池永所長。 会場では、柿など高島市の特産品の展示スペースも。

ず
っ
と
日
本
料
理
に
近
い
と
感
じ
ま
す

（
栫
山
氏
）」

「
地
方
で
レ
ス
ト
ラ
ン
を
や
り
た
い
と

思
っ
た
の
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
郊
外
で
野

菜
づ
く
り
を
し
な
が
ら
営
業
し
て
い
る
家

庭
的
な
レ
ス
ト
ラ
ン
を
見
た
こ
と
が
き
っ

か
け
。
地
元
の
か
ぎ
ら
れ
た
食
材
を
大
切

に
し
な
が
ら
つ
く
る
の
は
と
て
も
大
変
で

す
が
、
と
て
も
楽
し
い
こ
と
（
永
松
氏
）」

料
理
人
同
士
だ
か
ら
こ
そ
相
通
じ
る
話

題
の
一
方
、
会
場
か
ら
は
家
庭
で
の
食
事

に
つ
い
て
、
も
っ
と
語
っ
て
ほ
し
い
と
の

要
望
が
出
た
。「
食
で
、
ま
ち
を
変
え
ら

れ
る
の
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
も
、
家
庭

料
理
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
?

質
問
を
受
け
、
栫
山
氏
か
ら
は
「
日
本

料
理
の
基
本
は
水
と
出
汁
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
家
な
ら
で
は
の
出
汁
の
味
を

ぜ
ひ
つ
く
っ
て
み
て
ほ
し
い
」
と
の
提
案

が
あ
っ
た
。
一
方
の
永
松
氏
は
、
家
庭
で

も
旬
の
野
菜
を
も
っ
と
食
べ
て
ほ
し
い
、

と
リ
ク
エ
ス
ト
。
消
費
者
と
し
て
、
本
当

に
お
い
し
い
旬
の
野
菜
を
も
っ
と
食
べ
た

い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
と
も
に
生
産

者
や
市
場
に
送
ろ
う
と
呼
び
か
け
た
。

熱
心
な
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
締
め
く
く
っ
た

の
は
、
太
平
洋
戦
争
か
ら
戦
後
に
か
け
て

十
分
に
食
べ
も
の
が
な
い
苦
し
い
時
代
を

経
験
し
た
と
い
う
年
配
の
女
性
だ
っ
た
。

「
何
を
食
べ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
は
家

庭
の
主
婦
に
と
っ
て
難
し
く
、
な
か
な
か

一
概
に
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
お
い

し
い
ね
と
言
い
な
が
ら
食
べ
る
。
そ
ん
な

時
間
を
親
子
で
と
も
に
過
ご
す
こ
と
で
味

が
つ
な
が
っ
て
い
く
と
感
じ
ま
し
た
」
と

食
文
化
へ
の
思
い
を
語
っ
た
。
家
族
全
員

が
集
ま
る
賑
や
か
な
イ
タ
リ
ア
の
ラ
ン
チ

で
伝
わ
っ
て
い
く
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
そ

れ
だ
ろ
う
。
個
食
化
が
進
む
日
本
の
家
庭

で
、
こ
れ
か
ら
も
食
は
文
化
と
し
て
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
内
と
外
」
そ
し
て
「
過
去
と
現
在
」
が
、

不
思
議
な
化
学
反
応
を
見
せ
る
セ
ミ
ナ
ー

と
な
っ
た
。
多
く
の
参
加
者
に
と
っ
て
も
、

ま
ち
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
食
の
力
を
、

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
考
え
直
す
貴
重
な

時
間
と
な
っ
た
は
ず
だ
。

「縁
え ん

人
じ ん

」を軸にした
地域活性化の新しい形
滋賀県高島市がもつ豊かな自然と文化の魅力を、

「縁人」の力を借りて発信するというイベントが、
グランフロント大阪「ナレッジサロン」で開催された。

「内と外」の双方向から地域の魅力を捉え直し、
「再起動」へとつなげる試みを取材した。

Column

「高島縁人」とは何か？　滋賀県高島市がつくったこ

の造語は、住民から観光客まで高島に縁をもつ人
（いわゆる「関係人口」）の総称だ。なかでも焦点をあてるのが、

そのちょうど中間にあたる新しい移住者や半居住者、頻繁

に訪れるリピーターといった人たち。彼らの力を地域の活力

につなげる「エンジン」としたい、との願いをこめる。「内と

外」をゆるやかな形でつなげるための試みは、どんなもの

か？　12月に大阪で行われたキックオフイベント「大阪で高

島とつながる」に参加させてもらった。

師走の華やいだ雰囲気に包まれたグランフロント大阪で

開催されたイベントには、近畿圏から幅広い層の人びとが

集まった。まずは13年前に名古屋から高島市朽木に移住し

たというびわ湖高島観光協会の坂井田智宏氏と、高島市に

拠点をもつプロカメラマンの葛原よしひろ氏が、「発信応援

隊」として、外からやってきた人の視点を大切にしながら、

高島の豊かな自然や食文化を熱く語ってくれた。

つづいて登壇したのは、3年前に高島市新旭町饗
あ い

庭
ば

に居

を移し、パン店とイタリア料理店を営む永松信一氏と、高

島市深清水にログハウスを建て大阪との二拠点生活が11年

にもなる大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所の池永寛明所

長。パン店とレストランが高島市にとって新たな魅力となり、

別荘の居住者、外国人観光客、サイクリスト、そして地元

の農家といった多様な人びとをつなぐ拠点となりつつあるこ

とが紹介された。

永松氏は、「朝はパンを焼きながら、小浜の港まで新鮮

な海の幸を買いに行ったりすることもある。市内で穫れる地

元野菜だけでなく、山や湖の食材にも恵まれたこの地で、

さまざまな人と出会いながら仕事をするのは楽しい」と語っ

てくれた。池永所長は週末を高島の美しい自然のなかで過

ごすことのメリットを強調した。「時間的にも空間的にもすべ

てがつながってしまうIT時代だからこそ、高島で五感を働

かせる時間に想像力を刺激され、仕事でもクリエイティビ

ティ向上につながっている」と言う。また、高島のよさは自

然だけではないとし、『琵琶湖周航の歌』でも知られる湖上

ルート、日本海と京都をつなぐ要衝として栄えた高島市今

津の繁栄といった過去の歴史とポテンシャルにも目を向ける。

高島市の「内と外」、そのニーズ（期待していること）とシーズ
（提供できること）をつなぎ、新たな可能性を模索するプロジェ

クトはスタートしたばかり。今後、東京などでも同様のイベ

ントを開催する予定だ。小さなつながりがたくさん生まれ、

地域を「再起動」させるためのエンジンとなりうるのか、今

後も見守っていきたい。

高島縁人発掘プロジェクトキックオフイベント「大阪で高島とつながる」

実施日 2018 年12月8日（土）15：00 〜 17：30

会場 グランフロント大阪　ナレッジサロン

主催 滋賀県高島市

滋賀県高島市と縁をもつさまざまな立場の人「縁人」が登壇し、その
豊かな自然と文化の魅力を語った。移住者や半居住者といった人びと
を地域活性化の鍵と考え、本イベントをきっかけとして、参加者にも「縁
人」として高島市に関わってもらうことを呼びかけた。
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1
9
7
1
年
4
月
11
日
、
台
湾
発
の
フ
ェ
リ
ー
は
大
き

な
火
山
の
桜
島
に
近
づ
き
、
や
が
て
鹿
児
島
港
に
着
き
ま

し
た
。
そ
の
と
き
私
は
20
歳
。
前
年
の
9
月
上
旬
に
英
国

か
ら
旅
立
っ
た
私
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
上
流
の
聖
地
ハ
リ
ド

ワ
ー
ル
に
あ
る
ア
シ
ュ
ラ
ム
（
瞑
想
道
場
）
で
、
数
ヶ
月
間
、

瞑
想
中
心
の
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
そ
し
て
次
は
日
本
へ

向
か
う
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

私
は
日
本
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
母
の
実
家

ケ
ド
ル
ス
ト
ン
・
ホ
ー
ル
で
、
子
供
の
頃
か
ら
日
本
の
古

い
工
芸
品
や
写
真
な
ど
を
見
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

私
の
曾
祖
父
の
兄
ジ
ョ
ー
ジ
・
カ
ー
ゾ
ン
は
イ
ン
ド
総
督

兼
副
王
や
英
国
の
外
務
大
臣
な
ど
を
務
め
た
政
治
家
で
す
。

明
治
時
代
に
2
回
、
日
本
を
訪
れ
京
都
へ
も
足
を
運
ん
で

い
ま
す
。
カ
ー
ゾ
ン
が
撮
影
し
た
日
本
の
写
真
が
、
幼
い

私
の
記
憶
の
片
隅
に
焼
き
付
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

鹿
児
島
港
か
ら
町
に
出
た
私
は
、
日
本
人
が
和
服
を
着

て
い
な
い
こ
と
に
ま
ず
驚
き
ま
し
た
。
旅
の
途
中
で
仕
入

れ
た
「Fugetsudo

」
と
い
う
情
報
だ
け
を
頼
り
に
、
東

京
へ
行
こ
う
と
決
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
風
月
堂
は

カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
拠
点
と
な
る
銀
座
の
喫
茶

店
で
し
た
。
そ
こ
へ
行
き
た
い
の
に
お
金
が
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ら
ば
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
す
る
し
か
な
い
。

道
路
沿
い
で
親
指
を
上
げ
て
い
る
と
一
台
の
ト
ラ
ッ
ク

が
停
ま
り
ま
し
た
。
助
手
席
に
乗
り
込
む
と
、
イ
ン
ド
の

流
行
歌
と
中
国
の
民
謡
を
混
ぜ
た
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
に

聴
い
た
こ
と
の
な
い
音
楽
が
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
て
い
ま
す
。

初
め
て
聴
い
た
演
歌
に
、
私
は
異
国
情
緒
を
感
じ
ま
し
た
。

ト
ラ
ッ
ク
か
ら
窓
越
し
に
見
る
家
々
に
は
、
大
き
な
布
で

作
ら
れ
た
色
と
り
ど
り
の
鯉
が
風
に
な
び
い
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
何
な
の
か
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
英
語
を

話
さ
な
い
運
転
手
さ
ん
と
会
話
が
で
き
ま
せ
ん
。
平
野
は

す
べ
て
田
畑
と
し
て
開
か
れ
て
お
り
、
そ
の
美
し
さ
に
私

の
心
は
和
み
ま
し
た
。
翌
朝
、
真
っ
青
な
空
の
下
で
朝
露

に
輝
く
桜
の
花
た
ち
が
、
美
し
く
印
象
的
で
し
た
。
や
が
て
、

た
く
さ
ん
の
煙
突
が
あ
る
工
場
地
帯
に
入
り
、
こ
れ
が
本

当
の
日
本
の
姿
な
の
か
と
思
い
ま
し
た
。「
大
阪
で
す
」
と

ト
ラ
ッ
ク
は
橋
の
横
に
停
ま
り
ま
し
た
。
お
礼
を
言
っ
て

私
は
運
転
手
と
別
れ
ま
し
た
。

自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
私
は
川

沿
い
を
歩
き
ま
し
た
。
ふ
と
見
る
と
交
番
が
あ
り
ま
す
。

「
コ
ン
ニ
チ
ハ
!　

英
語
で
き
ま
す
か
?
」
と
声
を
か
け
る

と
、「
ノ
ー
!
」
と
巡
査
は
手
を
左
右
に
振
り
ま
し
た
。「
東

京
?
」
と
訊
く
と
、
首
を
振
り
な
が
ら
、「
東
京
、
あ
っ
ち
、

あ
っ
ち
」
と
指
さ
し
て
、「
新
幹
線
、
新
幹
線
」
と
言
い
ま

し
た
。
私
が
「
ノ
ー
・
マ
ネ
ー
」
と
言
っ
て
出
よ
う
と
す

る
と
、
彼
は
パ
ト
カ
ー
を
指
さ
し
て
乗
る
よ
う
に
手
招
き

の
安
宿
の
場
所
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
と
い
う
そ
の
青
年
は
京
都
に
住
ん
で
い
る

と
言
い
ま
し
た
。
京
都
の
美
し
い
山
、
川
、
神
社
仏
閣
の

話
な
ど
を
彼
か
ら
聞
く
う
ち
に
、
ま
さ
に
私
が
思
い
描
い

て
い
た
日
本
で
は
な
い
か
と
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。「
じ
ゃ

あ
、
ま
た
京
都
で
!
」
と
彼
は
連
絡
先
の
メ
モ
を
私
に
く

れ
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
私
は
東
京
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
生
活
資
金

を
貯
め
ま
し
た
。
そ
し
て
梅
雨
が
終
わ
る
頃
、
京
都
行
き

の
夜
行
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
し
た
。

翌
朝
、
御
池
大
橋
の
近
く
に
バ
ス
は
停
ま
り
ま
し
た
。

や
が
て
朝
日
が
顔
を
出
し
、
鴨
川
の
向
こ
う
に
見
え
る
京

都
・
北
山
の
山
並
み
は
、
黄
金
色
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
川

沿
い
に
次
の
橋
ま
で
歩
い
て
み
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
鳥

た
ち
が
川
岸
で
く
つ
ろ
ぎ
、
並
木
道
の
木
陰
で
は
涼
し
い

風
が
吹
き
渡
っ
て
い
ま
し
た
。

偶
然
に
も
そ
の
日
は
祇
園
祭
の
宵
山
の
日
で
し
た
。
午

後
に
な
る
と
通
り
で
は
、
髪
を
結
い
あ
げ
た
美
し
い
着
物

姿
の
女
性
た
ち
が
、
蝶
が
舞
う
よ
う
に
歩
い
て
い
ま
し
た
。

心
優
し
い
人
々
、
繊
細
な
文
化
を
持
つ
日
本
に
着
い
て
感

動
す
る
日
々
の
連
続
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
京
都
の
地
で
、

さ
ら
に
私
は
日
本
に
魅
了
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

し
ま
す
。「
あ
あ
、
逮
捕
さ
れ
る
か
も
…
…
」。
パ
ト
カ
ー

は
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
交
差
し
た
高
架
道
路
を
し
ば
ら

く
走
り
ま
し
た
。
高
速
道
路
の
入
り
口
で
パ
ト
カ
ー
は
停

ま
り
、
巡
査
は
私
に
待
つ
よ
う
に
言
っ
て
車
を
降
り
ま
し

た
。
こ
の
人
は
い
っ
た
い
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
…
…
。
し
ば
ら
く
し
て
「
東
京
、
O
K
!
」
と
喜
び

に
満
ち
た
顔
。
巡
査
は
東
京
に
向
か
う
ト
ラ
ッ
ク
を
探
し

て
く
れ
た
の
で
し
た
。

次
の
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
は
、
少
し
英
語
を
話
し
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
運
転
し
た
あ
と
、「
お
腹
す
い
た
か
?
」
と
訊
い

て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
私
は
1
日
以
上
何
も
食
べ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
食
堂
で
彼
は
、
私
の
た
め
に
親
子
ど

ん
ぶ
り
を
頼
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い

日
本
食
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
や
が
て
暗
く
な
り
、

私
が
ウ
ト
ウ
ト
し
て
い
た
の
で
運
転
手
は
後
ろ
の
寝
台
で

横
に
な
る
よ
う
勧
め
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
人
を
信
用
し

て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
が
あ
り
ま
し
た
が
、
疲
れ
て

い
た
私
は
寝
台
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

あ
ま
り
の
狭
さ
と
、
壁
の
ヌ
ー
ド
写
真
に
驚
き
つ
つ
、
私

は
お
祈
り
を
し
て
眠
り
に
つ
き
ま
し
た
。
ト
ラ
ッ
ク
は
夜

通
し
走
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
風
月
堂
!
」
と
言
っ
て
、
私

を
起
こ
す
運
転
手
の
笑
顔
が
あ
り
ま
し
た
。

風
月
堂
が
オ
ー
プ
ン
す
る
ま
で
し
ば
ら
く
待
っ
た
あ
と

で
、
バ
ッ
ハ
が
流
れ
る
店
内
に
入
り
ま
し
た
。
長
髪
の
ア

メ
リ
カ
人
ら
し
い
青
年
が
英
字
新
聞
を
読
ん
で
い
た
の
で
、

話
し
か
け
て
み
ま
し
た
。
私
が
途
方
に
暮
れ
て
い
る
様
子

が
わ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
が
無
一
文
だ
と
言
う
と
、

彼
は
親
切
に
も
い
く
ら
か
お
金
を
貸
し
て
く
れ
て
、
新
宿

ベ
ニ
シ
ア
・
ス
タ
ン
リ
ー
・
ス
ミ
ス　

ハ
ー
ブ
研
究
家
。
イ
ギ
リ
ス

貴
族
の
館
で
知
ら
れ
る
ケ
ド
ル
ス
ト
ン
に
生
ま
れ
る
。
1
9
7
1
年

に
来
日
し
、
78
年
よ
り
京
都
で
英
会
話
学
校
を
始
め
る
。
96
年
に
京

都
・
大
原
に
あ
る
築
1
0
0
年
の
古
民
家
移
住
を
き
っ
か
け
に
ハ
ー

ブ
栽
培
や
ハ
ー
ブ
を
使
っ
た
生
活
を
始
め
る
。
著
書
多
数
。
N
H
K

番
組
『
猫
の
し
っ
ぽ　

カ
エ
ル
の
手
』
に
レ
ギ
ュ
ラ
ー
出
演
中
。

私
と
京
都

文
＝
ベ
ニ
シ
ア
・
ス
タ
ン
リ
ー
・ス
ミ
ス

Venetia Stanley-Sm
ith

画
＝
浅
妻
健
司
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「内と外」「過去と現在」をつなぎ直し、新たな価値をつくりあげるため、
生活文化や教育、芸術のあり方を捉え直すことが重要です。

今号で紹介した事例の理解をより深める助けとなる10 冊を選びました。『人間にとって科学とは何か』
真理の探究という知的営みから、社会システムや
価値、倫理を変えるほどの巨大な存在となった科
学。今や科学者だけでなく、われわれ生活者も科
学に対して無関心ではいられない時代である。生
活・社会に対する科学の影響を理解するためのリ
テラシーを養うため、近代以降の科学の発展の歴
史と社会との関係をひもとくとともに、科学教育を
含めた横断的な一般教育の必要性を提言する。

村上陽一郎 = 著
新潮選書／ 2010年

『ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか
──近距離移動が地方都市を活性化する』
人口減と超高齢化が進む日本。現状の都市計画
や交通システムのままでは、市民サービスの低下
は止まらず、自治体そのものが消滅していく可能
性が高い。待ったなしの課題への解決策を、ド
イツにおける移動距離の短いまちづくり「ショー
トウェイシティ」や自転車の活用などに学び、コ
ンパクトシティの本質を見極めたい。

村上敦= 著
学芸出版社／ 2017年

8

『日本メディアアート史』
戦後日本の技術革新とともに進化したメディアアー
トの通史。60年代を牽引した草月アートセンター
に始まり、大阪万博、つくば科学博、セゾン文化
など、その背景を成す時代像に焦点を当て、当時
を知る人びとの取材を重ね緻密に論ずる。芸術家
たちがテクノロジー、マスメディア、社会といかに
結び、切り離し、独自の芸術表現を成し得たのか？　
2025年の大阪・関西万博開催の参考にも。

馬定延 = 著
アルテスパブリッシング／ 2014年

2

『日本の食文化史
──旧石器時代から現代まで』
食文化研究の第一人者である著者が、日本の伝
統的食文化がどのように形成されてきたかを俯瞰
してまとめた通史。日本独特の地形、気候、宗教
観などに影響され生み出された、味噌、醤油、だ
し、寿司、ソバ、テンプラなどにまつわる歴史を
ひもとくことは、世界的に人気を博している日本
食の魅力を再発見することにもつながっていく。

石毛直道= 著
岩波書店／ 2015年
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『大阪料理
──関西割烹を生み出した味と食文化』
本書の冒頭では、関西割烹のルーツである大阪の
食文化の歴史をたどり、今日までの変遷と、そこ
に通底する精神性を解説。それをふまえ、本編は
大阪料理会に所属する料理人による多彩な大阪
料理が披露される。前半は戦前から昭和、後半は
平成の大阪料理が50選ずつ、美しい写真と解説
やレシピとともに紹介されるという充実した構成。

大阪料理会 =監修
旭屋出版／ 2017年
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「ルネッセ」の今とこれからを
考えるための10冊

『文楽のこころを語る』
当代随一の浄瑠璃語りであり人間国宝でもあっ
た七世竹本住大夫（2018年4月没）。三大名作
から10年に一度の珍しい演目まで19演目につい
て、独自の語り口で、作品の面白さや詞の一行
一行に込められた工夫や解釈を分かりやすく解
説する。芸の真髄を語りつくす本書は、文楽ファ
ンのみならず文楽初心者にもおすすめ。

竹本住大夫= 著
文春文庫／ 2009年
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『地域主権の国 ドイツの文化政策
──人格の自由な発展と地方創生のために』
芸術文化を、個人の趣味嗜好や市場原理で操ら
れるものとして放置せず、公共の財産と捉える。そ
の視点から立ち上がってきたのが、芸術文化と市
民をつなぐ“社会政策としての文化”の発展だ。ナ
チス政権の負の時代を経て、ドイツ各地で育まれ
た文化的コモンズ形成の歴史を多面的に考察。日
本が取り組む地方創生にもひとつの指針を与える。

藤野一夫、秋野有紀ほか = 編
美学出版／ 2017年

4

『文楽の日本
──人形の身体と叫び』
フランスの批評家である著者は2004年に大学の
特任教授として来日し、文楽と出合う。文楽のみな
らず女義太夫にも親しみ、自身も義太夫を学んだ
体験的観点から論じる新たな文楽論。西洋演劇
や歌舞伎、能との違いも視野に入れ、多くの創見
とエスプリに満ちた身体芸術論、比較文化論を展
開する。外から文楽を語る視点には学びが多い。

フランソワ・ビゼ= 著　秋山伸子 = 訳
みすず書房／ 2016年
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7

『メディア・アート原論
──あなたは、いったい何を探し求めているのか?』
コンピュータの発達により登場したメディア・アー
ト。今や芸術表現にとどまらず、ゲームや舞台演出、
人工知能やバイオ・テクノロジーなど広がりをみせ
ているが、その明確な定義を知ることは難しい。
本書では、現場を熟知した第一人者が、対談形
式でその過去・現在・未来を解説するなかで、こ
れからの表現方法の可能性を読者にも問う。

久保田晃弘、畠中実 = 編
フィルムアート社／ 2018年

9

『リベラル・アーツの源泉を訪ねて』
日本におけるリベラル・アーツ教育の先駆けとさ
れる国際基督教大学の元学長がその本質に迫る。
古代ギリシャに遡り、リベラル・アーツの源流とさ
れる数学の知的営為をたどりながら、西欧世界
における知の形成のあり方とリベラル・アーツの
理念を示す。原点に立ち返ったうえで、教養主義
などと混同される一般教育の現代における意義
を整理し、大学教育の今後の方向性を示唆する。

絹川正吉= 著
東信堂／ 2018年
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幕末の絵師・戯作者でもある大坂商人、暁
あかつき

鐘
かね

成
なり

が催した「汁講」を再現。大阪の再起動を議論した。
（第10回上町台地 今昔フォーラム）

「CEL」バックナンバー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

※最新の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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人
々
の
活
動
量
が
減
っ
て
い
る
。
情
報
技
術

の
進
展
で
時
代
速
度
が
加
速
す
る
の
に
対
し
て
、

少
子
高
齢
化
と
I
T
依
存
が
高
ま
る
こ
と
で

人
々
の
動
き
が
鈍
り
、
都
市
・
地
域
の
停
滞
を

感
じ
る
。

人
が
動
い
て
仕
事
を
す
る
と
、
熱
が
発
生
す

る
。
ひ
と
り
の
動
き
が
誰
か
を
刺
激
し
、
そ
の

人
も
動
き
だ
し
、
場
に
お
け
る
熱
が
広
が
る
。

あ
た
か
も
ブ
ラ
ウ
ン
運
動
の
よ
う
に
、
次
々
と

反
響
し
あ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
。
し

か
し
人
の
動
き
が
と
ま
る
と
、
場
は
冷
え
て
し

ま
う
。

失
わ
れ
た
20
年
か
ら
、
さ
ら
に
日
本
は
10
年

を
失
う
。
東
京
は
「
前
へ
前
へ
。
進
歩
を
成
長

を
」
を
標
榜
し
て
夢
を
見
て
、
未
来
に
依
存
す

る
。
一
方
、
大
阪
は
秀
吉
、
天
下
の
台
所
、
北

前
船
、
大
大
阪
、
1
9
7
0
年
大
阪
万
博
な

ど
過
去
の
「
栄
光
」
に
こ
だ
わ
る
。「
こ
れ
か

ら
必
ず
こ
う
な
る
」
と
未
来
を
志
向
す
る
東
京
、

「
こ
れ
ま
で
こ
れ
で
う
ま
く
い
っ
た
」
と
過
去

に
依
存
す
る
大
阪
は
と
も
に
現
状
を
直
視
し
な

い
。
過
去
、
現
在
、
未
来
の
時
間
軸
が
繋
が
ら

な
い
。

「
ル
ネ
ッ
セ
（
再
起
動
）
」
を
立
ち
あ
げ
た
課
題

認
識
は
こ
こ
に
あ
る
。
過
去
か
ら
現
在
の
流
れ

を
見
つ
め
、
現
状
に
お
け
る
「
変
化
」
を
読
み

解
く
と
、
未
来
が
見
え
る
。
未
来
は
現
在
に
埋

め
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
現
状
が
掴
め
な
い
の
で

未
来
が
見
え
な
い
。

「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
対
話
の
な
か
で
、「
文
化
」

と
い
う
言
葉
が
よ
く
出
て
く
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

が
考
え
る
「
文
化
」
の
定
義
は
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
。
本
来
、文
化
と
は
カ
ル
チ
ベ
イ
ト（cultivate

）

が
語
源
で
、
耕
作
、
栽
培
、
洗
練
、
醸
成
を
意

味
す
る
。
文
化
は
承
継
し
て
繰
り
返
す
こ
と
で

生
ま
れ
る
。
ひ
と
り
の
天
才
や
、
す
ぐ
れ
た
技

術
者
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が

現
れ
て
も
、
突
然
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
起
き
な

い
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
に
は
、
新

た
な
技
術
、
サ
ー
ビ
ス
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を

考
え
て
実
行
で
き
る
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
と
、
そ
れ

を
理
解
し
受
け
入
れ
て
応
援
す
る
人
た
ち
が
い

て
、
文
化
が
育
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
土
壌
で
あ
り
風
土
で
あ
る
。
新
た
な
モ

ノ
、
コ
ト
、
姿
、
ナ
レ
ッ
ジ
を
柔
軟
か
つ
ス

ピ
ー
デ
ィ
ー
に
受
け
入
れ
、
混
じ
り
あ
わ
せ
る

と
い
う
土
壌
と
考
動
様
式
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を

も
っ
た
都
市
が
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
、

文
化
を
育
む
。
い
ま
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か

を
掴
み
、
本
質
を
発
掘
・
再
編
集
・
再
定
義
し

て
再
起
動
さ
せ
れ
ば
、
必
ず
や
日
本
は
再
興
し

う
る
。
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