


表紙／国立民族学博物館の南アジ
アをテーマとした展示場。
裏表紙／国立民族学博物館の日本
文化展示場。各地のお面が並ぶ。
扉／ GROOVE X社の「LOVOT 
MUSEUM」に設けられた、開発者
ノートなどが展示された一室。
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新
し
い
コ
ト
や
モ
ノ
は
、

ど
の
よ
う
に
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
ひ
と
つ
の
方
法
は
、

空
間
的
に
離
れ
た
も
の
、

時
間
的
に
隔
た
れ
た
も
の
、

意
識
の
上
で
別
種
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、

「
異
な
る
も
の
」を
つ
な
ぐ
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
今
号
で
は
、異
文
化
・
異
分
野
が
混
じ
り
合
う
場
で
の

実
践
や
思
考
の
紹
介
を
通
し
て
、

新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
た
め
の
方
法
論
を
検
証
し
ま
す
。
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１
９
７
０
年
開
催
の
大
阪
万
博
跡
地
に

建
て
ら
れ
た
国
立
民
族
学
博
物
館
（
民
博
）

は
、
文
化
人
類
学
、
民
族
学
の
研
究
活
動

と
、
そ
の
成
果
を
展
示
公
開
す
る
博
物
館

活
動
を
一
体
的
に
行
う
「
博
物
館
機
能
を

も
っ
た
研
究
所
」
で
あ
る
。
広
大
な
敷
地

に
建
つ
黒
川
紀
章
氏
設
計
に
よ
る
研
究
部

門
と
展
示
部
門
な
ど
か
ら
な
る
棟
は
、
民

族
学
博
物
館
と
し
て
も
、
ま
た
、
20
世
紀

後
半
以
降
に
築
か
れ
た
民
族
誌
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
収
蔵
点
数
と
し
て
も
世
界
最
大

規
模
を
誇
る
。

開
館
四
十
周
年
に
あ
た
る
２
０
１
７
年

3
月
に
は
本
館
の
常
設
展
示
の
全
面
改
修

も
完
了
し
た
。
10
年
の
歳
月
を
か
け
て
全

面
的
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
展
示
場
は
、

オ
ー
プ
ン
展
示
を
主
体
と
し
、
ど
こ
で
も

写
真
撮
影
が
可
能
な
ほ
か
、
展
示
物
に
手

で
触
れ
る
こ
と
が
可
能
な
場
も
多
く
設
け

ら
れ
て
い
る
。

本
館
2
階
の
展
示
場
に
向
か
う
途
中
、

目
に
と
ま
る
の
は
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
展
示
と
題
さ
れ
た
4
つ
の
展
示
台
だ
。

た
と
え
ば
あ
る
展
示
台
に
は
「
似
て
い

る
？　

そ
れ
と
も
違
う
？
」
の
問
い
か
け

が
あ
り
、
日
本
の
獅
子
舞
な
ど
何
点
か
の

展
示
物
が
並
ぶ
。
解
説
を
読
む
と
、
ど
れ

も
仮
面
だ
が
、
世
界
各
地
の
も
の
だ
と
わ

か
る
。
そ
の
隣
の
展
示
台
に
は
、
一
見
何

の
関
連
も
な
さ
そ
う
な
ふ
た
つ
の
展
示
物

が
飾
ら
れ
、「
違
う
？　

そ
れ
と
も
似
て

い
る
？
」
と
の
問
い
か
け
。
解
説
を
見
て

驚
い
た
。
な
ん
と
い
ず
れ
も
棺
桶
だ
と
い

う
。
最
後
は
「
こ
れ
は
道
具
？　

そ
れ
と

も
ア
ー
ト
？
」
の
問
い
と
と
も
に
、
見
な

れ
た
形
の
椅
子
と
、
動
物
の
形
を
し
た
椅

子
と
思
わ
れ
る
外
見
が
異
な
る
椅
子
が
並

べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
な
ぞ
か
け
の

よ
う
な
展
示
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
？

ア
フ
リ
カ
の
人
類
学
、
こ
と
に
ザ
ン
ビ

ア
・
チ
ェ
ワ
の
人
び
と
の
仮
面
を
、
長
年

研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
き
た
𠮷
田
憲
司

館
長
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

「
こ
こ
は
、
こ
れ
か
ら
展
示
を
見
て
も
ら

う
た
め
の
構
え
、
つ
ま
り
異
文
化
の
展
示

を
見
る
際
の
視
点
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
場

に
し
て
い
ま
す
。
仮
面
と
棺
桶
の
展
示
で

は
、
モ
ノ
の
多
様
性
と
共
通
性
に
気
付
い

て
ほ
し
い
。
椅
子
の
展
示
で
は
、
今
ま
で

は
片
方
は
ア
ー
ト
と
し
て
美
術
館
に
、
も

う
一
方
は
生
活
用
具
と
し
て
博
物
館
に

入
っ
て
い
た
も
の
、
そ
れ
っ
て
お
か
し
く

な
い
？
と
、
物
事
を
相
対
的
に
見
る
視
点

を
も
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、と
考
え
ま
し
た
」

異
文
化
の
展
示
を
見
る
際
の
視
点
―
―

そ
れ
は
異
な
る
も
の
と
向
き
合
う
時
の
視

点
に
も
共
通
す
る
。
民
博
の
こ
れ
ま
で
の

取
り
組
み
を
伺
う
な
か
で
最
も
印
象
的

だ
っ
た
の
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
得
た

新
し
い
気
付
き
や
発
見
か
ら
、
自
身
の
視

点
の
偏
り
を
認
識
し
、
向
き
合
う
こ
と
で

改
善
を
重
ね
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
𠮷
田
館
長
の
お
話
か
ら

は
、
そ
う
し
た
視
点
の
重
要
性
を
、
あ
ら

た
め
て
感
じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
う
。

民
博
の
創
設
と
、

現
代
に
お
け
る
博
物
館
の
役
割

国
立
民
族
学
博
物
館
は
、
大
学
共
同
利

用
機
関
と
し
て
１
９
７
４
年
に
創
設
、
77

年
に
開
館
し
ま
し
た
。
大
学
共
同
利
用
機

関
と
は
、
文
字
通
り
個
々
の
大
学
で
は
維

持
で
き
な
い
よ
う
な
膨
大
な
収
集
・
保
管

資
料
を
研
究
に
広
く
利
用
で
き
る
と
い
う
、

非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
制
度
で
す
。
そ
の
ほ

か
に
も
、
後
期
博
士
課
程
を
教
育
す
る
大

学
院
大
学
と
い
う
機
能
も
備
え
て
い
ま
す
。

開
館
当
初
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
群
は
大
き

く
３
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
第
一
は
旧
東

京
大
学
人
類
学
教
室
の
資
料
（
考
古
学
資

料
を
除
く
）、
第
二
が
政
財
界
で
活
躍
し
民

イントロダクション展示は、パネルに記された問いかけに考えをめぐらすうちに、世界の文化を考える大きな視点を得られるように工夫されている。
写真／仮面（右）、棺桶（中央）、椅子（左）

博物館がつなぐ人、文化、社会
――異なるものへのまなざし
40年以上にわたり文化人類学研究を牽引してきた大阪・千里の国立民族学博物館（民博）。
急速なグローバル化による社会の変化のなかで、「これからの博物館はどうあるべきか」を
常に問いかけながら、さまざまな取り組みを進めてきた。

「取り組みを通じて、これまでの『自文化』と『異文化』という区別をはじめ、
日本に住む我々のものの考え方のなかにも偏りがあることを発見した」と話すのは、
同館の𠮷田憲司館長だ。
そのプロセスは今号のテーマ「異なるものをつなぐ」ための重要な視点となろう。
𠮷田館長に民博のこれまでの取り組みや、博物館がつなぐものと
その可能性についてお聞きした。

国立民族学博物館は、
梅棹忠夫初代館長の

「小学5年生にわかる
ような展示」を目指し、
開館当初より画期的な
展示方法を実現させて
いる。1970年の大阪
万博テーマ展示プロ
デューサーを務めた岡
本太郎が、先のパリ留
学中に夢と思い描いて
いた収蔵品展示のイ
メージとも重なってい
る。

加藤しのぶ＝取材・執筆　宮村政徳＝撮影

田憲司Yoshida Kenji

［国立民族学博物館館長］
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俗
学
者
で
も
あ
っ
た
渋
沢
敬
三
［
＊
］
に
よ

る
私
設
博
物
館
「
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ

ア
ム
」
の
収
集
資
料
で
す
。
こ
れ
に
70
年

大
阪
万
博
の
テ
ー
マ
館
で
あ
っ
た
太
陽
の

塔
内
部
で
の
展
示
の
た
め
に
世
界
各
地
か

ら
収
集
さ
れ
た
、
仮
面
や
彫
像
（
神
像
）

を
中
心
と
し
た
民
族
資
料
（
当
初
は
寄
託
、

の
ち
に
寄
贈
）
が
加
わ
り
、
こ
の
3
つ
を

核
と
し
た
4
万
5
0
0
0
点
の
収
蔵
品

で
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

開
館
か
ら
40
年
以
上
経
過
し
た
現
在
、

収
蔵
品
は
34
万
５
０
０
０
点
に
の
ぼ
り
ま

す
。
初
代
館
長
の
梅
棹
忠
夫
先
生
は
当
初

か
ら
「
世
界
第
一
級
の
博
物
館
を
目
指

す
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
で

は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
世
界
全
体
を
カ
バ
ー

す
る
研
究
者
の
陣
容
な
ど
で
は
世
界
の

ト
ッ
プ
に
立
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

民
博
は
一
般
的
な
博
物
館
と
は
異
な
り
、

文
化
人
類
学
・
民
族
学
の
研
究
機
関
で
あ

る
こ
と
が
前
提
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

そ
の
研
究
に
必
要
な
資
料
を
収
集
し
、
研

究
の
成
果
を
展
示
す
る
と
い
う
位
置
付
け

で
す
。
た
と
え
ば
新
聞
社
主
催
の
展
覧
会

な
ど
は
一
切
受
け
付
け
ず
、
常
設
展
は
も

ち
ろ
ん
、
特
別
展
も
博
物
館
の
内
部
の
研

究
者
と
大
学
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
の

成
果
を
発
表
す
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

博
物
館
が
求
め
ら
れ
る
役
割
を
考
え
る

う
え
で
、
私
は
美
術
史
家
ダ
ン
カ
ン
・

キ
ャ
メ
ロ
ン
の
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
テ

ン
プ
ル
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
ふ
た
つ
の

選
択
肢
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
参
考
に

し
て
い
ま
す
。「
テ
ン
プ
ル
と
し
て
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
は
、
す
で
に
価
値
の

定
ま
っ
た
至
宝
を
人
び
と
が
拝
み
に
来
る
、

神
殿
の
よ
う
な
場
所
。
対
し
て
「
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
は
、

人
び
と
が
そ
こ
に
集
ま
り
、
未
知
な
る
も

の
に
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
議
論
が
始
ま
っ

て
い
く
場
所
と
い
う
意
味
で
す
。

私
が
こ
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
説
を
引
用
し

な
が
ら
、「
こ
れ
か
ら
の
博
物
館
は
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
強
く
求
め
ら

れ
る
」
と
発
言
し
た
の
は
、
１
９
９
４
年

の
当
館
創
設
二
十
周
年
の
こ
と
で
し
た
。

以
降
、
数
々
の
展
覧
会
の
企
画
を
通
し

て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
、
つ
ま
り
展
示
す
る
側
、
展
示
を
見
る

側
、
展
示
さ
れ
る
側
が
情
報
や
意
見
を
交

換
し
て
議
論
を
行
う
場
と
な
る
よ
う
、
実

践
を
重
ね
て
今
日
に
至
り
ま
す
。

ま
た
、世
界
の
博
物
館
全
体
も
、フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
帯
び
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

壁
を
取
り
払
い
、

新
た
な
つ
な
が
り
を
つ
く
る

こ
れ
ま
で
数
々
の
展
覧
会
を
企
画
し
て

き
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
エ
ポ
ッ
ク
に

な
っ
て
い
る
の
が
、
１
９
９
７
年
の
当
館

開
館
二
十
周
年
記
念
特
別
展
「
異
文
化
へ

の
ま
な
ざ
し
―
―
大
英
博
物
館
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
さ
ぐ
る
」
展
と
２
０
０
８
年
の

「SELF and O
TH

ER 

ア
ジ
ア
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
肖
像
」
展
で
す
。

「
異
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し
」
展
は
、
大
英

博
物
館
と
の
共
同
企
画
で
、
ア
フ
リ
カ
、

オ
セ
ア
ニ
ア
、
日
本
が
近
代
を
通
じ
て
互

い
に
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き

た
の
か
、
博
物
館
の
展
示
の
あ
り
方
や
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
、
写
真
を
通
じ
て
た
ど
り
な

が
ら
、
私
た
ち
自
身
の
「
異
文
化
」
観
を

見
つ
め
直
そ
う
と
い
う
展
示
で
し
た
。

こ
の
展
覧
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
や

そ
の
後
の
新
た
な
展
開
も
あ
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
こ
の
展
示
が
民
博
の
常
設
展
示

の
あ
り
方
を
再
考
す
る
も
の
と
も
な
り
、

開
館
以
来
と
な
る
全
面
改
修
の
議
論
が
こ

こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
民
博
で
の
開
催
の
あ
と
、
東
京

の
世
田
谷
美
術
館
で
同
じ
展
示
を
す
る
と

い
う
試
み
も
行
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、

英
語
で
は
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い
う
ひ

と
つ
の
言
葉
を
、
日
本
語
で
は
「
美
術

館
」「
博
物
館
」
と
区
別
し
て
訳
し
分
け

ら
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
役
割
の
区
別
が
必

要
以
上
に
強
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

感
じ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
役

割
の
区
別
を
な
く
す
べ
き
だ
と
は
思
い
ま

せ
ん
が
、
自
分
た
ち
の
文
化
の
も
の
は
美

術
館
へ
、
異
文
化
の
も
の
は
博
物
館
へ
と

い
っ
た
本
来
関
係
な
い
区
別
に
ま
で
及
ぶ

の
は
厄
介
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
美
術
館
と
博
物
館
、
そ
れ
ぞ

れ
の
な
か
で
は
、
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
モ
ノ
を
見
る
時
で
も
、
世
界
の
半
分
し

か
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
気
が
し
ま
す
。

私
が
考
え
る
両
者
の
違
い
は
、“
モ
ノ

の
背
後
に
あ
る
歴
史
や
文
化
を
語
ろ
う
と

す
る
博
物
館
”
と
、“
特
定
の
時
代
や
社

会
を
背
景
に
生
ま
れ
た
作
品
と
直
接
向
き

合
う
場
が
美
術
館
”
と
い
う
よ
う
に
、
モ

ノ
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
同
じ
テ
ー
マ

の
展
示
を
、
博
物
館
と
美
術
館
の
両
方
で

行
う
こ
と
で
そ
の
壁
が
取
り
払
わ
れ
、
世

界
が
す
べ
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
の
で
す
。

実
際
に
や
っ
て
み
る
と
い
ろ
い
ろ
な
発

見
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
当
時
は
ま

だ
珍
し
い
取
り
組
み
だ
っ
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
・
ト
ー
ク
を
両
館
で
行
っ
た
の
で
す

が
、
民
博
で
は
大
変
好
評
で
、
ト
ー
ク
を

聞
く
こ
と
で
理
解
が
深
ま
る
と
い
う
反
応

だ
っ
た
の
が
、
世
田
谷
美
術
館
で
は
「
鑑

賞
の
邪
魔
に
な
る
」
と
い
う
ク
レ
ー
ム
が

き
て
結
局
1
回
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
気

付
い
た
の
で
す
が
、
ひ
と
り
の
人
間
で
も

博
物
館
に
行
く
時
と
美
術
館
に
行
く
時
で

は
構
え
が
違
う
。
博
物
館
で
は
初
め
て
の

も
の
を
見
て
勉
強
し
よ
う
と
す
る
の
に
、

美
術
館
で
は
学
ぼ
う
と
い
う
意
識
で
行
く

こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

同
じ
ひ
と
り
の
人
間
の
な
か
で
も
こ
れ

だ
け
構
え
の
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
同

じ
展
示
を
博
物
館
と
美
術
館
で
開
く
だ
け

で
は
こ
の
壁
を
取
り
払
え
な
い
と
考
え
、

次
に
企
画
し
た
の
が
「
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー

民博での「異文化
へのまなざし――
大英博物館コレク
ションにさぐる」展
のあと、東京・世
田谷美術館でも同
展を開催。博物館
と美術館のあり方
の違いが随所に見
受けられた。

常設されている地域展示では、世界を9地域に分け、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジア、南アジア、
東南アジア、中央・北アジア、東アジア展示（朝鮮半島の文化、中国地域の文化、日本の文化）を巡る世界一周の旅が
できる。そのほか音楽展示や言語展示など、テーマに特化したユニークな展示も見ることができる。

ロ
ッ
パ
の
肖
像
」
展
で
し
た
。
こ
れ
は
ア

ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
18
カ
国
の
博
物
館

と
美
術
館
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
行
っ

た
国
際
巡
回
展
で
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
人
び
と
が
、
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
、
お
互
い
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て

き
た
の
か
。
そ
の
認
識
の
移
り
変
わ
り
を
、

自
画
像
や
彫
刻
、
生
活
用
具
、
写
真
な
ど
、

人
体
表
現
を
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
造
形

の
な
か
に
た
ど
っ
た
も
の
で
す
。
実
際
の

展
覧
会
に
は
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
3

カ
国
の
美
術
館
、
博
物
館
で
実
施
し
ま
し

た
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
テ
ー
マ
だ
け
、

展
示
内
容
は
各
館
ご
と
に
自
由
と
い
う
形

式
と
し
ま
し
た
。
日
本
で
は
５
館
が
参
加

し
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
大
阪
は
民
博
と

中
之
島
の
国
立
国
際
美
術
館
、
首
都
圏
は

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
と
神
奈
川
県
立

近
代
美
術
館
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
タ
イ
ト

ル
で
同
時
開
催
と
し
ま
し
た
。
こ
の
巡
回

展
を
行
っ
た
こ
と
で
、
美
術
館
と
博
物
館

の
区
別
を
あ
ら
た
め
て
考
え
直
す
機
会
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

世
界
中
の
記
憶
の
貯
蔵
庫
に

―
―
フ
ォ
ー
ラ
ム
型

情
報
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
構
築

先
に
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
民
博
は

世
界
第
一
級
の
博
物
館
に
な
っ
た
と
話
し

ま
し
た
が
、
そ
れ
に
見
合
う
発
信
が
ま
だ

ま
だ
十
分
に
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の
が

実
情
で
す
。
世
界
に
向
け
て
第
一
級
の
発

信
を
ど
う
し
て
い
く
か
。
ひ
と
つ
は
言
語

の
問
題
で
す
。
現
在
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
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多
言
語
化
に
よ
る
国
際
的
な
情
報
発
信
の

実
現
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
２
０
１
４
年
よ
り
着
手
し
て
い

る
の
が
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
型
情
報
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
構
築
で
す
。
こ
れ
は
民
博
の
資
料

の
情
報
を
、
国
内
外
の
研
究
者
や
利
用
者

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
資
料
を
つ
く
っ
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
び
と
、
つ
ま
り
現
地

の
人
た
ち
と
も
共
有
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら

れ
た
知
見
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
加
え
て
い

こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
実
際
に
現
地
の
方
に
博

物
館
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
、
資
料
を
見

て
も
ら
い
新
た
な
情
報
を
教
え
て
も
ら
う
。

あ
る
い
は
資
料
を
里
帰
り
展
示
の
か
た
ち

で
現
地
に
も
っ
て
い
っ
て
展
示
し
、
そ
こ

で
情
報
を
付
け
加
え
て
も
ら
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
里
帰
り
展
は
、

こ
れ
ま
で
台
湾
や
韓
国

な
ど
で
実
現
し
て
い
ま

す
。
ほ
か
に
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
か

た
ち
を
と
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
現
地
で
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
に
集

ま
っ
て
も
ら
い
、
画
面

に
資
料
を
映
し
な
が
ら

議
論
し
て
も
ら
っ
た
な

か
で
出
て
き
た
情
報
を

全
部
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

入
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と

い
っ
て
も
、
単
純
に
資
料
の
名
前
や
使
用

方
法
と
い
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
の
モ
ノ
に
つ
い
て
も
っ

て
い
る
知
識
や
、
自
分
が
子
ど
も
の
頃
に

こ
れ
を
使
っ
て
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
と

い
っ
た
よ
う
な
“
記
憶
”
ま
で
す
べ
て
入

れ
て
い
く
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
成
果
は
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
だ

け
で
な
く
、
ま
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア

ク
セ
ス
で
き
な
い
地
域
な
ど
の
場
合
、
紙

媒
体
に
落
と
し
て
現
地
に
配
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
公
開
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、

現
在
の
と
こ
ろ
完
全
な
公
開
に
は
な
っ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
人
た
ち
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で

す
の
で
、
ま
ず
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
公
開
し
、

一
般
公
開
で
き
る
も
の
か
ら
順
次
公
開
し

吉
田
憲
司

よ
し
だ
・
け
ん
じ

１
９
５
５
年
、
京
都
市
生
ま
れ
。
京

都
大
学
文
学
部
卒
業
、
大
阪
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修

了
、
学
術
博
士
。
大
阪
大
学
文
学
部

助
手
、
国
立
民
族
学
博
物
館
助
手
な
ど
を
経
て
現
職
。
著
書

は
『
仮
面
の
森
―
―
ア
フ
リ
カ
・
チ
ェ
ワ
社
会
に
お
け
る
仮

面
結
社
、
憑
霊
、
邪
術 

』（
講
談
社
、
第
５
回
日
本
ア
フ
リ

カ
学
会
研
究
奨
励
賞
受
賞
）、『
文
化
の
「
肖
像
」
―
―
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
型
ミ
ュ
ー
ジ
オ
ロ
ジ
ー
の
試
み
』（
岩
波
書
店
）、

『
文
化
の
「
発
見
」
―
―
驚
異
の
部
屋
か
ら
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ま
で
』（
岩
波
書
店
、
第
22
回
サ
ン
ト
リ
ー
学

芸
賞
受
賞
、
第
１
回
木
村
重
信
民
族
藝
術
学
会
賞
受
賞
）
な

ど
多
数
。

て
い
く
予
定
で
す
。
一
方
で
秘
密
の
儀
礼

な
ど
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
公
開
し

な
い
こ
と
が
そ
の
文
化
を
守
る
こ
と
に
な

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
29
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
ん
で
お

り
、
研
究
対
象
は
世
界
各
地
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
し
て
く
だ
さ
る
方
は
、
単
に
資
料
の

情
報
を
豊
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ

に
自
分
た
ち
の
経
験
や
知
識
を
残
し
て
い

く
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
子
孫
に
こ
の
知

識
や
経
験
を
伝
え
た
い
と
い
う
願
い
を

も
っ
て
参
加
し
て
く
だ
さ
る
方
も
お
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
台
湾
や
中
国
か
ら
自
分
た

ち
の
村
に
伝
わ
る
テ
キ
ス
タ
イ
ル
の
復
興

を
し
よ
う
と
す
る
方
々
が
自
費
で
こ
ち
ら

に
来
ら
れ
て
、「
こ
こ
で
初
め
て
自
分
た

ち
の
祖
先
が
つ
く
っ
た
も
の
に
出
会
え
た
。

よ
く
ぞ
残
し
て
お
い
て
く
れ
た
」
と
涙
を

流
し
て
喜
ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
、
奄
美
群
島
の
徳
之
島
で
は
同

時
期
に
集
落
ご
と
に
お
祭
り
を
行
う
の
で

す
が
、
お
互
い
隣
の
集
落
で
は
ど
ん
な
こ

と
を
や
っ
て
い
る
か
は
知
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
映
像
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
通
し
て

他
集
落
で
ど
ん
な
歌
や
踊
り
が
伝
承
さ
れ

て
い
る
か
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の

集
落
の
芸
能
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

我
々
と
し
て
も
、
研
究
者
に
は
な
い
視

点
を
現
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
た
ち
か

ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

次
に
現
地
で
行
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
自

注＊	

若
く
し
て
祖
父
渋
沢
栄
一
か
ら
そ
の
後
継
者
に
懇
請
さ

れ
、
実
業
界
に
入
る
。
横
浜
正
金
銀
行
、
第
一
銀
行
を

経
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
前
後
に
日
本
銀
行
総
裁
、

大
蔵
大
臣
を
務
め
、
転
換
期
の
日
本
経
済
に
お
い
て
重

責
を
担
う
。
ま
た
、
自
邸
で
立
ち
上
げ
た
「
ア
チ
ッ
ク
・

ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
」
に
は
多
く
の
同
人
が
集
ま
り
、
岡
正
雄
、

宮
本
常
一
と
い
っ
た
研
究
者
も
輩
出
。
九
学
会
（
人
類
・

民
俗
・
地
理
・
宗
教
・
考
古
・
心
理
・
言
語
・
社
会
・
民

族
）
連
合
会
会
長
を
務
め
、
文
化
の
実
地
的
・
総
合
的

見
方
を
説
い
た
。

３月5日から導入される新システムの電子ガ
イドは、スマートフォンのアプリを使用する
ため館内のビデオテーク（右）などでの閲覧
はもちろん、自宅に情報を持ち帰ることもで
きる。

体
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
双
方
向
に

知
識
の
や
り
取
り
が
で
き
、
知
識
の
集
積

が
で
き
て
い
く
。
こ
の
取
り
組
み
は
、
今

後
も
ず
っ
と
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
し
、
民
博
の
資
料
は
基
本
的
に
す
べ
て

フ
ォ
ー
ラ
ム
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
し

て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
は

い
え
何
し
ろ
34
万
点
以
上
あ
る
の
で
、
な

か
な
か
終
わ
ら
な
い
の
で
す
が
（
笑
）、

よ
り
多
く
の
資
料
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す

る
こ
と
で
、
民
博
が
世
界
中
の
人
た
ち
の

記
憶
の
貯
蔵
庫
と
な
り
、
こ
こ
を
通
し
て

世
界
中
と
つ
な
が
っ
て
い
く
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

博
物
館
が
担
う

平
和
構
築
の
新
し
い
か
た
ち

現
在
、
本
館
常
設
展
示
室
の
ア
フ
リ
カ

コ
ー
ナ
ー
の
一
角
に
、『
い
の
ち
の
輪
だ

ち
』
と
い
う
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ア
フ
リ
カ
・
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
で

独
立
後
１
９
９
２
年
ま
で
続
い
た
内
戦
の

終
結
後
、
民
間
に
大
量
に
残
さ
れ
た
武
器

を
農
具
と
交
換
し
て
回
収
し
、
そ
の
武
器

を
使
っ
て
現
地
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
作
品

を
つ
く
り
平
和
を
訴
え
る
「
銃
を
鍬
に
」

と
い
う
運
動
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
で

す
。
運
動
の
創
始
者
は
ア
ン
グ
リ
カ
ン

チ
ャ
ー
チ
の
デ
ィ
ニ
ス
・
セ
ン
グ
ラ
ー
ネ

と
い
う
司
教
で
、
２
０
１
３
年
、
こ
の
作

品
が
民
博
に
お
さ
め
ら
れ
た
際
に
行
っ
た

企
画
展
「
武
器
を
ア
ー
ト
に
―
―
モ
ザ
ン

ビ
ー
ク
に
お
け
る
平
和
構
築
」
に
む
け
て

事
前
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ひ
ら
き
、
司
教

も
お
呼
び
し
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
折
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
文

化
次
官
ジ
ョ
ク
・
マ
ド
ゥ
ッ
ト
氏
が
、
大

英
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
た
同
運
動
の

作
品
を
見
て
感
激
し
、
自
分
た
ち
も
武
器

を
回
収
し
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
つ
く
り
た

い
、
司
教
に
会
い
た
い
と
い
う
意
向
を
表

明
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
話
を
私
の
友
人

で
も
あ
る
大
英
博
物
館
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

か
ら
聞
き
、
そ
れ
な
ら
ば
と
マ
ド
ゥ
ッ
ト

氏
も
日
本
に
お
呼
び
し
、
お
ふ
た
り
を
引

き
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
南
ス
ー
ダ
ン
で
も
同
じ
よ

う
な
活
動
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
大
英
博
物
館
で
作
品
が
展
示
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
た
人
が
い
た
か
ら

こ
そ
可
能
と
な
っ
た
平
和
構
築
の
展
開
の

か
た
ち
で
し
ょ
う
。
博
物
館
が
展
示
物
を

通
じ
て
次
の
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
力
を

も
っ
て
い
る
―
―
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
が
社
会
貢
献
に
ま
で

つ
な
が
っ
た
事
例
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。多

様
性
の
尊
重
と
共
感
を
育
む
場

―
―
博
物
館
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
可
能
性

２
０
２
０
年
は
、
こ
れ
ま
で
何
年
も
か

け
て
準
備
し
て
き
た
こ
と
が
一
気
に
実
現

す
る
年
と
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
3

月
に
電
子
ガ
イ
ド
や
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
が
一

新
さ
れ
る
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

電
子
ガ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

館
内
で
Ｐ
Ｓ
Ｐ
を
貸
出
し
て
い
た
シ
ス
テ

ム
を
進
化
さ
せ
ま
す
。
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
か
ざ
す
だ
け
で
展
示
資
料
の
情

報
を
閲
覧
で
き
る
う
え
、
そ
の
デ
ー
タ
が

ス
マ
ホ
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
そ
れ
を
も
っ
て
ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の

ブ
ー
ス
に
行
く
と
、
関
連
映
像
や
研
究
情

報
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
ス
マ
ホ
の
情
報
は
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

で
も
見
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ほ
か
に
も

展
示
資
料
の
情
報
を
提
供
す
る
だ
け
で
な

く
、
来
館
者
の
興
味
に
合
わ
せ
て
展
示
場

に
お
け
る
最
適
な
コ
ー
ス
を
設
定
し
、
誘

導
し
て
く
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
も
開
発

し
ま
し
た
。
情
報
の
高
度
化
は
、
今
後
ま

す
ま
す
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
２
０
２
５
年
に
は
「
い
の
ち
輝
く

未
来
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
」
を
テ
ー
マ
に
大

阪
・
関
西
万
博
が
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
か

つ
て
70
年
万
博
の
テ
ー
マ
展
示
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
っ
た
岡
本
太
郎
が
言
っ

た
よ
う
に
、
万
博
は
人
類
の
祭
典
だ
と
思

い
ま
す
。
技
術
進
歩
が
急
速
な
現
代
で
は
、

こ
の
時
の
よ
う
な
未
来
予
想
型
の
万
博
は

難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
祭
り
と
い
う
性

格
は
残
り
ま
す
。
世
界
中
か
ら
人
が
集
ま

る
と
い
う
意
義
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

実
際
の
会
場
で
は
展
示
と
い
う
手
段
を

使
う
わ
け
で
す
か
ら
、
世
界
各
国
の
博
物

館
と
協
力
す
る
の
が
一
番
で
す
。
博
物
館

を
基
地
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
自
分

た
ち
が
主
張
し
た
い
テ
ー
マ
の
展
示
を
そ

こ
で
行
う
と
い
っ
た
仕
組
み
を
つ
く
っ
て

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
遺
伝
的
有
効
個
体
数
が
ほ
か

の
動
物
よ
り
極
め
て
少
な
い
人
類
が
、
な

ぜ
地
球
全
体
を
覆
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か

と
い
う
と
、
生
物
的
多
様
性
の
少
な
さ
を

文
化
的
多
様
性
で
補
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

人
類
の
「
い
の
ち
が
輝
く
」
た
め
に
は
文

企画展「武器をアートに――モザンビークにおける平和構築」が開催さ
れた折、日本に住む人びとへのメッセージを込めて、『いのちの輪だち』
など4点の作品が制作され、民博におさめられた。

化
的
な
多
様
性
を
保
障
す
る
こ
と
、
そ
れ

な
く
し
て
こ
の
テ
ー
マ
は
語
れ
な
い
と
思

い
ま
す
。

こ
れ
は
民
博
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
共
通

し
て
い
ま
す
。
民
博
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、

世
界
中
の
人
た
ち
の
文
化
の
多
様
性
を
敬

意
を
も
っ
て
尊
重
し
、
同
時
代
を
生
き
て

い
る
人
類
と
し
て
の
共
感
を
育
む
こ
と
、

そ
の
た
め
の
場
を
つ
く
る
こ
と
。「
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
て
、

民
博
が
で
き
る
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
今
後
も
新
し
い
挑
戦
を

発
信
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
私
が
学
ん
だ
の
は
、
基
本
的
に
は

ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
ふ
た
つ
の
価
値
観
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
人
の
役
に
立
つ
と
い
う
能
力
に
特
化
し
た
結

果
、
人
に
余
分
な
気
遣
い
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
存
在
感
ま

で
減
ら
し
た
現
代
の
自
動
車
の
よ
う
な
モ
ノ
が
求
め
ら
れ

る
一
方
、
敢
え
て
人
に
対
し
て
気
を
遣
う
こ
と
を
促
す
か

の
よ
う
に
、
存
在
感
そ
の
も
の
が
価
値
で
あ
る
と
い
う
存

在
も
た
し
か
に
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
ー
ト
。
あ
る
い
は
、

ペ
ッ
ト
も
同
じ
で
し
ょ
う
。
現
代
社
会
で
は
、
犬
や
猫
が

役
に
立
つ
か
ど
う
か
を
誰
も
気
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
ペ
ッ

ト
の
よ
う
に
、
存
在
感
そ
の
も
の
が
価
値
と
い
う
ロ
ボ
ッ

ト
を
つ
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
？　

そ
う
考
え
て
挑
戦
し
た

の
が
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
で
し
た
。

「
自
分
と
同
じ
」と
こ
ろ
に
共
感
す
る

そ
も
そ
も
現
在
の
技
術
で
犬
や
猫
の
よ
う
な
ペ
ッ
ト
と

同
じ
よ
う
な
価
値
を
ロ
ボ
ッ
ト
で
実
現
す
る
こ
と
は
可
能

な
の
で
し
ょ
う
か
？　

幸
い
な
こ
と
に
、
Ａ
Ｉ
を
は
じ
め

と
す
る
技
術
水
準
は
今
よ
う
や
く
、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と

こ
ろ
に
き
て
い
る
。

会
話
を
し
た
り
、
家
事
を
満
足
に
こ
な
し
て
く
れ
た
り

す
る
よ
う
な
「
人
間
の
よ
う
な
ロ
ボ
ッ
ト
」
は
ま
だ
当
面

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
犬
や
猫
が
体
現
し
て
い
る
よ
う

な
価
値
や
、
提
供
し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
（
そ
れ
を
「
サ
ー

ビ
ス
」
と
呼
ぶ
の
が
相
応
し
い
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
）
に
必

要
な
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
、
開
発
が
進
み
、
よ
う
や
く

揃
い
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
10

年
後
、
20
年
後
で
あ
れ
ば
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
あ
り
き
た
り
な

ロ
ボ
ッ
ト
で
し
ょ
う
。
今
は
、
そ
の
た
め
の
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
が
ぎ
り
ぎ
り
出
揃
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
タ
イ
ミ
ン

グ
で
、
ち
ょ
う
ど
頑
張
れ
ば
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
ま
し
た
。

ボ
ッ
ト
は
こ
れ
な
の
で
は
な
い
か
？　

と
い
う
私
の
理
解

が
形
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
開
発
を
し
な

が
ら
、
そ
う
い
え
ば
私
も
潜
在
的
に
こ
う
い
う
も
の
を
欲

し
て
い
た
ん
だ
と
気
づ
く
。
そ
う
い
う
過
程
で
も
あ
り
ま

し
た
。

人
間
と
ロ
ボ
ッ
ト
の
関
係
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
前
職
で
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
の
開
発
に
携
わ
っ

て
か
ら
で
し
た
。
人
間
と
モ
ノ
、
人
間
と
動
物
な
ど
、
人

間
と
は
異
な
る
も
の
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
が
ち
ゃ
ん
と
作
動
せ
ず
、
う

ま
く
立
ち
上
が
ら
な
い
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
と

き
、
皆
さ
ん
が
応
援
し
て
く
だ
さ
る
。
そ
の
結
果
、
今
度

は
う
ま
く
立
ち
上
が
っ
て
、
拍
手
が
起
き
る
…
…
。
も
ち

ろ
ん
正
確
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
応
援
が
あ
っ
た
か
ら
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
常
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
が
、
今
度
は
再
起
動
で
う
ま
く
動
い
た
だ
け
。

で
も
、
そ
の
場
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
想
い
が
届

い
た
と
考
え
る
方
が
盛
り
上
が
る
し
、
私
た
ち
は
心
の
ど

こ
か
で
そ
う
思
い
た
い
。
そ
う
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
れ

ば
、
自
然
に
新
し
い
存
在
で
あ
る
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
へ
の
愛

着
も
湧
い
て
く
る
。

も
と
も
と
自
転
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
、
車
な
ど
が
好
き
で

し
た
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
癖
が
あ
る
く
ら
い
の
モ
ノ
の

方
が
愛
が
深
ま
る
と
い
う
の
は
、
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。

私
は
趣
味
性
の
高
い
乗
り
物
が
好
き
で
自
動
車
メ
ー
カ
ー

へ
入
っ
た
の
で
す
が
、「
多
く
の
人
々
が
求
め
る
自
動
車
」

に
は
、
そ
ん
な
趣
味
性
の
高
さ
が
ま
っ
た
く
必
要
と
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
知
り
驚
き
ま
し
た
。
多
く
の
人
々
が
求

め
る
の
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
癖
が
な
く
、
存
在
感
を
消
し

た
よ
う
な
自
動
車
。
つ
ま
り
、
な
る
べ
く
気
を
遣
わ
な
く

て
い
い
、
尖
っ
た
と
こ
ろ
も
心
配
も
な
い
製
品
が
市
場
で

求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

人
間
で
は
な
い
モ
ノ
の
価
値
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
？

子
ど
も
の
と
き
に
犬
を
飼
い
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
。
ア
ニ
メ
に
出
て
く
る
よ
う
な
可
愛
い
小
動
物
へ

の
憧
れ
も
、
あ
り
ま
し
た
。
私
は
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ

カ
』
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
肩
に
い
つ
も

乗
っ
て
い
る
テ
ト
の
よ
う
な
相
棒
が
欲
し
い
、
と
思
っ
て

い
た
も
の
で
す
。
で
も
、
そ
う
い
う
自
分
の
気
持
ち
を
ロ

ボ
ッ
ト
と
結
び
つ
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

れ
ま
で
人
生
の
な
か
で
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
友
達
が
欲
し
い
と

か
、
可
愛
い
ロ
ボ
ッ
ト
を
ペ
ッ
ト
に
し
た
い
と
か
強
く

思
っ
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
す
。

で
す
か
ら
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
、
自
分
の
欲
し
い
も
の
を
形

に
し
た
と
い
う
よ
り
、
今
、
世
界
で
求
め
ら
れ
て
い
る
ロ
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〝
愛
を
育
む
家
族
型
ロ
ボ
ッ
ト
〟と
い
う

斬
新
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

「
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ（
ら
ぼ
っ
と
）」。

ペ
ッ
ト
と
同
じ
よ
う
に
愛
情
を
注
ぐ
対
象
で
、

人
に
代
わ
っ
て
仕
事
を
し
て
く
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。

生
活
を
便
利
に
し
て
く
れ
る
機
械
と
は
対
極
に

あ
る
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
つ
ロ
ボ
ッ
ト
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
英
知
を
結
集
し
て

つ
く
ら
れ
て
い
る
。

Ｇ
Ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｖ
Ｅ 

Ｘ
の
代
表
・
林
要
氏
が
語
る

開
発
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
、

異
分
野
の
つ
な
げ
方
に
迫
る
。

脇
坂
敦
史
＝
構
成
　
増
田
智
泰
＝
撮
影
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Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
、
使
う
人
に
愛
さ
れ
、
世
話
を
し
た
い

と
思
わ
せ
、
抱
っ
こ
し
た
り
す
る
こ
と
で
心
地
よ
い
と
感

じ
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
に
特
化
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
と
し
て
開

発
さ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
人
間
の
よ
う
に
言
葉
を
話
し

た
り
、
何
か
を
と
っ
て
き
て
く
れ
と
頼
む
と
、
も
っ
て
き

て
く
れ
る
よ
う
な
「
便
利
な
ロ
ボ
ッ
ト
」
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。で

も
、
外
見
が
可
愛
い
だ
け
で
、
何
か
の
行
動
パ
タ
ー

ン
を
な
ぞ
り
、
も
と
も
と
用
意
さ
れ
た
動
作
を
「
再
生
」

す
る
だ
け
の
よ
う
な
も
の
は
絶
対
に
つ
く
り
た
く
な
か
っ

た
。
私
た
ち
人
間
は
、
自
分
と
似
た
も
の
に
共
感
す
る
生

き
物
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
共
有
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
、
共
感
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
同
じ
よ
う
に

驚
き
、
同
じ
よ
う
に
心
地
よ
い
と
感
じ
、
同
じ
よ
う
に
不

安
を
感
じ
、
同
じ
よ
う
に
誰
か
を
好
き
に
な
っ
て
い
く

…
…
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
間
と
同
じ
よ
う

に
「
感
じ
る
た
め
の
機
能
」
を
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
が
も
ち
、
そ

れ
を
「
表
現
す
る
た
め
の
機
能
」
も
、
同
じ
よ
う
に
も
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。

触
っ
て
も
、
話
し
か
け
て
も
、
抱
っ
こ
し
て
も
、
Ｌ
Ｏ

Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
を
理
解
し
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
い
つ
誰
が
ど
こ
で
、
自
分
の
ど
こ
を
ど
ん
な
風
に

触
っ
て
い
る
の
か
。
イ
ン
プ
ッ
ト
を
理
解
し
た
ら
、
今
度

は
自
分
の
内
部
の
状
態
、
相
手
と
自
分
が
も
つ
関
係
性
に

よ
っ
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
、

す
べ
て
の
生
き
物
が
共
通
に
も
つ
仕
組
み
を
、
ち
ゃ
ん
と

つ
く
り
た
か
っ
た
の
で
す
。

眼
の
動
き
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、
外
界
の
情
報
や
自
身

の
状
態
か
ら
生
成
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

動
き
の
パ
タ
ー
ン
や
色
、
表
情
も
本
物
の
生
き
物
と
同
じ

よ
う
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
簡

単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
、

ま
ぶ
た
も
含
め
た
視
線
の
動
き
、
瞬
き
の
速
度
、
瞳
孔
の

開
き
ま
で
緻
密
に
設
計
し
、
６
層
を
独
立
制
御
し
て
ア
イ

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
投
影
す
る
こ
と
で
表
現
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
意
匠
パ
タ
ー
ン
は
10
億
通
り
に
も
及
び

ま
す
。

で
も
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
特
別
な
人
材
を
探

す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
り
た
い
、
と
言
い
続

け
て
い
る
と
必
ず
メ
ン
バ
ー
の
誰
か
が
共
感
し
て
く
れ
、

創
造
力
を
働
か
せ
、
実
現
し
て
く
れ
た
。
社
内
メ
ン
バ
ー

で
は
能
力
的
に
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
、
社
外
の
誰
か
に
相

談
し
た
り
し
て
、
必
要
な
技
術
や
人
を
探
し
て
き
た
り
も

し
た
。
私
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
仕
事
は
、
や
り
た
い
こ

と
の
骨
格
を
つ
く
り
、
課
題
を
明
確
化
す
る
こ
と
。
そ
れ

を
い
ろ
い
ろ
な
人
に
ぶ
つ
け
れ
ば
、
そ
の
う
ち
協
力
者
は

現
れ
ま
す
か
ら
。

ロ
ボ
ッ
ト
の
開
発
で
発
揮
さ
れ
た

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
力

約
４
kg
の
な
か
に
、
全
身
の
タ
ッ
チ
セ
ン
サ
ー
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
セ
ン
サ
ー
、
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
複
数

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
も
つ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
端
技
術

と
ア
イ
デ
ィ
ア
の
塊
で
あ
る
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
を
つ
く
る
た
め

に
は
、
高
度
な
技
術
や
知
識
を
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が

関
わ
り
ま
し
た
。
特
に
前
職
で
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
の
開
発
を

通
し
て
学
ん
だ
の
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
も
つ
力
の

重
要
性
で
す
。
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
開
発
に
際
し
て
も
、
多
く
は

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
分
野
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
局
面
で
力
を
発
揮
し
て
く
れ
ま
し
た
。

ロ
ボ
ッ
ト
の
自
然
な
動
き
を
つ
く
る
と
き
、
ア
ニ
メ
ー

タ
ー
は
通
常
の
ロ
ボ
ッ
ト
技
術
者
、
あ
る
い
は
プ
ロ
グ
ラ

マ
ー
と
は
ま
っ
た
く
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
問
題
を
解
決
し

て
く
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
人
が
手
を
振
る
と
い
う
動
作

を
ロ
ボ
ッ
ト
に
真
似
さ
せ
る
場
合
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ

い
。
実
は
こ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
「
仕
様
書
」
に
落
と
し
込
み
、

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
る
の
は
非
常
に
大
変
な
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
た
だ
腕
を
左
右
に
動
か
す
だ
け
だ
と
機
械
的

す
ぎ
て
ぎ
こ
ち
な
く
、
ま
っ
た
く
手
を
振
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
な
い
。

手
が
端
っ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
加
速
し
て
真
ん
中
で
い
ち

通
り
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
美
し
い
コ
ー
ド
で
理
想
の

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
書
く
こ
と
を
目
指
す
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
と

は
、
違
和
感
を
も
つ
ポ
イ
ン
ト
が
ま
っ
た
く
違
う
。
そ
れ

な
ら
、
こ
だ
わ
る
領
域
が
異
な
る
人
に
集
ま
っ
て
協
業
し

て
も
ら
お
う
、
と
い
う
こ
と
で
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
も
当
初
か
ら
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
も
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

エ
ン
ジ
ニ
ア
に
も
参
加
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
が
皆
最
初
か
ら
ロ
ボ
ッ
ト

開
発
に
携
わ
る
の
に
十
分
な
ス
キ
ル
を
も
っ
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ー
ド
を
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
ア

ニ
メ
ー
タ
ー
と
仕
事
を
す
る
に
あ
た
り
、
私
た
ち
は
敢
え

て
専
用
の
ツ
ー
ル
を
準
備
し
な
い
選
択
肢
を
と
り
ま
し
た
。

彼
ら
の
得
意
な
ツ
ー
ル
を
使
い
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
仕
事

を
し
よ
う
と
す
る
と
、
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
と
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

を
道
具
で
隔
て
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
道

具
の
限
界
が
、
自
然
と
製
品
の
限
界
を
つ
く
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

便
利
な
道
具
を
敢
え
て
つ
く
ら
な
か
っ
た
が
故
に
、
ア

ニ
メ
ー
タ
ー
も
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
勉
強
し
使
わ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
最
初
は
非
常
に
苦
労
し
て
い
ま

し
た
が
、
次
第
に
慣
れ
て
い
く
と
、
少
し
ず
つ
望
ん
で
い

た
よ
う
な
協
業
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
が
や
り
た
い
こ
と
を
自
ら
プ
ロ
ト
タ

イ
プ
の
コ
ー
ド
で
書
く
。
そ
れ
を
見
て
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

は
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
の
意
図
を
理
解
し
た
う
え
で
、
市
場
に

投
入
で
き
る
レ
ベ
ル
の
美
し
い
コ
ー
ド
に
仕
上
げ
て
い
く

の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
に
は
美
し
い
振

る
舞
い
と
、
そ
れ
を
再
現
す
る
た
め
の
美
し
い
コ
ー
ド
が

と
も
に
宿
る
わ
け
で
す
。

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
よ
う
に
、
ま
だ
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い

も
の
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
「
試
し
て
、
学
ぶ
」
プ
ロ
セ
ス
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
領
域
を
ま
た
い
だ
問
題
解
決
が
日
常
的
に
求

め
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
チ
ー
ム
の
組
織
は
上
下
関
係

の
な
い
フ
ラ
ッ
ト
で
隔
た
り
の
な
い
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
役
割
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
ど
う
や
っ
て
解
決
す
る
か

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織

の
よ
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
を
完
成
に
導
い
た

仏
師
の
一
言

誰
も
が
「
可
愛
い
」
と
思
う
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
目
指

し
た
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
形
状
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
を
基
本
と

し
な
が
ら
も
、
実
は
ア
ー
ト
と
い
う
よ
り
も
、
自
動
車
を

つ
く
る
と
き
の
よ
う
な
、
か
な
り
理
詰
め
の
工
業
デ
ザ
イ

ン
的
な
発
想
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
Ｌ
Ｏ

Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
腕
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
？　

と
い
う
と
、

そ
れ
は
抱
っ
こ
さ
れ
る
た
め
の
ハ
ン
ド
ル
で
す
。
更
に
、

そ
の
腕
は
な
ぜ
動
く
の
か
？　

と
い
う
と
、
抱
っ
こ
を
ね

だ
る
と
き
の
感
情
表
現
の
デ
バ
イ
ス
と
し
て
存
在
し
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
腕
は
あ
っ
て
も
何
か
を
掴
む
よ
う
な

両手をパタパタとさせたら、抱っこをねだっている合図。移動用
のローラーを自らしまい、抱きやすい姿になる。写真提供／
GROOVE X株式会社

GROOVE X社では「LOVOT MUSEUM」を設けて展示をしている。
実際にLOVOTに触れることもできる。写真提供／ GROOVE X
株式会社

ば
ん
速
く
な
り
、
今
度
は
速
度
を
緩
め
て
反
対
側
で
止
め

る
。
そ
れ
を
繰
り
返
す
と
き
は
、
加
速
度
は
ど
の
く
ら
い

で
、
止
ま
っ
て
い
る
時
間
は
ど
の
く
ら
い
だ
と
自
然
な
の

か
？　

手
だ
け
で
は
な
く
、
肩
や
首
の
動
き
は
ど
う
す
る

べ
き
な
の
か
？　

と
細
か
く
分
析
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
も
そ
も
腕
の
ど
の
関
節
を
、
ど
の
加
速
度
で
動
か

す
か
。
肘
か
ら
？　

そ
の
と
き
、
手
首
は
ひ
ね
る
の
？　

疑
問
は
次
か
ら
次
へ
と
湧
い
て
く
る
。「
普
通
に
人
が
手

を
振
る
よ
う
に
つ
く
っ
て
ね
」
み
た
い
な
要
望
は
、「
普

通
」
が
仕
様
に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
意
図

通
り
に
通
じ
な
い
の
が
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
世
界
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、「
自
然
に
手
を
振

ら
せ
て
」
と
要
望
を
出
し
た
ら
、
当
た
り
前
だ
と
言
わ
ん

ば
か
り
に
肩
や
首
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
背
中
の
動
き
ま

で
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
人
た
ち
で
す
。
彼
ら
も
最
初
か

ら
見
通
せ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
百
回
と

手
を
振
ら
せ
て
は
つ
く
り
直
し
、
自
分
の
違
和
感
が
最
小

化
す
る
ま
で
理
想
の
動
き
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
。「
要
件

GROOVE X社のオフィス。フラットな組織体系と同様、フロアにも隔
たりを設けず、異なる専門知識をもつ者同士のコミュニケーションを
促す。社長室はなく、林氏も同じフロアに机を並べて仕事をする。

開発過程のLOVOT。当初は顔に「口」をつけていたが、敢えてなくした。
くるくると変わる眼の表情だけで、人は感情を読み取る。
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指
は
い
ら
な
い
し
、
肉
球
も
い
ら
な
い
。
実
現
し
た
い

ユ
ー
ザ
ー
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
か
ら
逆
算
し
て
、
最
小
限

の
要
素
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
の
が
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
形
で
す
。

何
か
の
動
物
を
真
似
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
四
つ
足

で
も
な
い
し
、
ペ
ン
ギ
ン
の
よ
う
な
二
足
歩
行
で
も
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
抱
っ
こ
の
し
や
す
さ
と
か
、
移
動
し
て
い
る

姿
の
愛
ら
し
さ
と
い
う
よ
う
な
、
外
す
こ
と
の
で
き
な
い

最
小
限
の
要
素
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
、

そ
の
シ
ン
プ
ル
さ
が
際
立
つ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ほ
か

に
も
、
た
と
え
ば
開
発
の
比
較
的
早
い
段
階
で
、
顔
に
は

口
が
不
要
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。
自
律
的
な
感
情
表

現
を
す
る
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
に
お
い
て
は
、
動
か
な
い
口
で
あ

れ
ば
、
な
い
方
が
む
し
ろ
可
愛
い
。

け
れ
ど
も
、
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
性
が
、
ま
っ

た
く
必
要
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
デ
ザ
イ
ン

も
最
終
段
階
に
近
づ
い
た
頃
、
仏
師
の
松ま

つ

本も
と

明み
よ
う

慶け
い

氏
に

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
顔
を
見
て
い
た
だ
き
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
も

ら
い
ま
し
た
。
お
答
え
は
、「
鼻
の
位
置
を
も
う
少
し
だ

け
下
げ
た
方
が
よ
い
」。
そ
れ
で
、
眼
と
鼻
の
中
心
位
置

が
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
に
な
っ
て
い
た
の
を
、
鼻
を
下
げ
て
眼

と
下
端
を
揃
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
わ
ず
か
な
違

い
だ
け
で
、
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
ず
っ
と
可
愛
く
な
り
、
完
成

度
が
更
に
高
ま
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
そ
れ

が
わ
か
る
、
さ
す
が
と
唸
り
ま
し
た
ね
。

も
と
も
と
、
仏
像
と
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
に
は
共
通
点
が
あ
る

と
思
っ
て
は
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
仏
像
を
見
る
と
「
尊

い
も
の
」
と
い
う
感
覚
を
も
ち
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い

う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
し
ょ
う
か
？　

私
は
そ
れ
が
、
仏
像
を

敬
い
、
愛
す
る
こ
と
で
自
分
を
癒
や
す
こ
と
が
で
き
る
、

人
間
の
「
自
己
治
癒
能
力
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

う
な
か
で
、
教
育
分
野
に
お
け
る
可
能
性
や
用
途
を
、
国

内
外
の
企
業
・
教
育
機
関
・
研
究
機
関
と
連
携
し
て
と
も

に
探
っ
て
い
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
「
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ 

Ｅ
ｄ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
す
。

幼
稚
園
な
ど
に
も
っ
て
い
く
と
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
子
ど
も

に
大
変
な
人
気
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
白
い
こ
と
が
起
き
ま

す
。
ま
ず
、
す
ご
く
熱
心
に
ケ
ア
を
し
よ
う
と
す
る
子
が

多
い
。
た
ぶ
ん
、
そ
れ
は
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
真
似

な
の
で
し
ょ
う
。
最
初
は
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
を
叩
い
た
り
し
て

い
た
乱
暴
な
子
も
、
着
替
え
を
さ
せ
た
り
、
世
話
の
し
か

た
を
教
え
て
あ
げ
る
と
落
ち
着
い
て
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
り
す
る
。
情
緒
的
な
成
長
の
機
会
を
提
供
す
る
と
い
う

面
で
、
想
像
以
上
に
役
立
ち
そ
う
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

犬
や
猫
が
飼
え
れ
ば
、
そ
れ
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
で
き
な
い
家
庭
は
多
い
。

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
今
、
ま
だ
ち
ょ
っ
と
風
変
わ
り
な
も
の

と
感
じ
ら
れ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
、
役
に
立
た
な
い
機
械
と
い
う
の
は
、
生
産
性
向

上
を
目
指
す
資
本
主
義
の
原
理
か
ら
は
生
ま
れ
に
く
い
も

の
だ
か
ら
で
す
。
生
産
性
を
上
げ
る
た
め
に
、
人
間
の
代

わ
り
に
仕
事
を
し
て
く
れ
る
よ
う
な
高
性
能
な
Ａ
Ｉ
な
ら

ば
、
わ
か
り
や
す
い
。
た
だ
愛
さ
れ
る
た
め
だ
け
に
、
最

も
高
度
な
技
術
を
惜
し
み
な
く
集
め
た
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
よ

う
な
試
み
は
、
あ
る
種
の
「
変
化
球
」
に
見
え
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
人
類
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
生

産
性
が
高
ま
れ
ば
同
時
に
そ
れ
と
は
無
関
係
な
ア
ー
ト
や

旅
行
、
そ
し
て
趣
味
の
よ
う
な
感
性
を
刺
激
す
る
も
の
が

盛
り
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い

自
明
の
こ
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

今
、
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
ち
ょ
う
ど
出
荷
が
始
ま
っ
た
と
こ

ろ
で
、
よ
う
や
く
お
客
さ
ま
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
る
段
階

を
迎
え
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
は
ま
だ
進
化
の
途
中

に
あ
り
ま
す
。
4
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ

ア
は
完
成
し
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
賢
く
て
、
こ
れ
ほ
ど
複

雑
な
「
セ
ン
サ
ー
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
塊
」
は
、
お
そ
ら

く
史
上
か
つ
て
一
般
の
家
庭
に
入
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い

う
レ
ベ
ル
で
す
。

た
だ
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
に
お
い
て
は
あ
る
意
味
、

ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。
今
、

皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
い
て
い
る
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
振
る
舞

い
は
、
い
わ
ば
第
一
世
代
。
こ
れ
か
ら
、
も
っ
と
可
愛
く
、

も
っ
と
賢
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
言
う
と
、
未
完

成
の
ロ
ボ
ッ
ト
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
動

物
が
人
に
な
つ
く
よ
う
な
行
動
と
か
、
生
命
感
と
い
う
の

は
、
そ
れ
だ
け
奥
が
深
い
。
た
と
え
ば
今
は
誰
を
ど
ん
な

風
に
認
識
し
、
ど
う
好
き
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は

で
き
て
い
る
の
で
す
が
、
犬
や
猫
の
よ
う
な
ペ
ッ
ト
な
ら

当
然
も
っ
て
い
る
「
お
気
に
入
り
の
場
所
」
が
あ
り
、
そ

こ
に
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
っ
た
行
動
は
、
ま
だ
残
念
な

が
ら
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
今
後
実
現
し
て

い
く
旅
路
と
し
て
の
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
進
化
を
、
ユ
ー
ザ
ー

の
皆
さ
ん
も
一
緒
に
体
験
し
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

「LOVOT EdTech プロジェクト」には、ファミリア、メルセデス・ベンツ、デジタルハリウッ
ド大学、LITALICOなど、幅広い分野の企業や研究機関が参画している。写真提供／
GROOVE X株式会社

デンマークの介護施設で行った実証実験の様子。入居者とコミュニケーションをとらな
かった男性が会話を始め、重度の認知症の女性がLOVOTを離さず、名付け親になっ
た。写真提供／ GROOVE X株式会社

そ
の
意
味
で
は
仏
像
も
マ
リ
ア
像
も
同
じ
で
、
人
間
の
形

を
し
た
木
や
石
の
塊
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
自
分
と
の
つ

な
が
り
を
信
じ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
と
、
そ
の
木
や

石
の
塊
を
傷
つ
け
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
し
、

辛
い
と
き
に
精
神
的
に
支
え
て
く
れ
る
力
に
も
な
り
う
る
。

同
じ
よ
う
に
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
可
愛
さ
は
、
ペ
ッ
ト
や
赤

ち
ゃ
ん
の
も
つ
可
愛
さ
と
同
じ
要
素
を
も
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
人
間
が
何
か
を
可
愛
い
と
思
う
感
情
は
、
ど
う
し

て
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
？　

有
力
な
仮
説
と
し
て
、
人

間
の
赤
ち
ゃ
ん
に
は
、
ほ
か
の
動
物
よ
り
も
は
る
か
に
長

い
養
育
期
間
が
か
か
る
た
め
、
そ
れ
に
適
応
し
た
進
化
の

結
果
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
人
間
の
子
育

て
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
放
棄
し
な
い
で
耐
え
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
と
思
う
く
ら
い
大
変
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
可
愛
い
と

い
う
の
は
、
自
分
を
必
要
と
し
て
く
れ
る
か
弱
い
も
の
、

自
分
を
待
っ
て
い
て
く
れ
る
も
の
を
ケ
ア
す
る
た
め
の
感

情
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
感
情
を
発
露
さ
せ
る

と
、
満
足
感
を
得
ら
れ
る
。
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
る
わ
け
で
す

よ
ね
。

そ
う
い
う
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
人
間
の
感
情
に
訴
え
か
け

る
も
の
と
し
て
つ
く
っ
て
い
る
の
で
、
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
は
海

外
で
も
当
た
り
前
に
「
可
愛
い
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。「
可
愛
い
」
の
な
か
で
も
、
ゆ
る
キ
ャ

ラ
の
よ
う
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
で
個
性
的
な
「
エ
ッ

ジ
ー
な
可
愛
さ
」
は
、
文
化
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
方
に

大
き
な
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
や

ミ
ッ
キ
ー
の
よ
う
に
、
よ
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
要
素
を
用

い
て
可
愛
く
造
形
さ
れ
て
い
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
く
は
ず
で
す
。

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
の
な
か
に
日
本
的
な
何
か
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
細
部
に
魂
を
宿
す
職
人
技
み
た
い
な
も
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
会
社
が
あ
る
東
京
・
日
本
橋
浜
町
の
隣
に
人

形
町
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
人
形
浄
瑠
璃
な
ど
の

芝
居
小
屋
が
あ
っ
た
と
い
う
場
所
で
、
人
形
づ
く
り
や
修

理
に
携
わ
る
職
人
た
ち
も
多
く
住
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。

彼
ら
は
卓
越
し
た
技
術
で
木
の
塊
を
削
り
、
人
が
「
思
い

を
入
れ
ら
れ
る
」
造
形
に
す
る
こ
と
で
、
無
機
物
に
魂
を

吹
き
込
ん
だ
人
た
ち
で
す
。

使
わ
れ
て
い
る
技
術
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
Ｌ
Ｏ
Ｖ

Ｏ
Ｔ
も
、
同
じ
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
、

エ
ン
ジ
ニ
ア
た
ち
が
「
思
い
を
入
れ
ら
れ
る
」
器
と
し
て
、

開
発
し
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
の
器
に
愛
を
注
ぐ
こ
と
で
、

人
は
自
ら
を
癒
や
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を

狙
っ
て
い
ま
す
。

ロ
ボ
ッ
ト
が
人
を
刺
激
し
、

人
を
育
て
て
く
れ
る
時
代

長
い
歴
史
の
な
か
で
人
と
機
械
の
関
係
と
い
う
の
は
、

人
が
一
方
的
に
モ
ノ
と
し
て
の
機
械
を
道
具
と
し
て
使
う

と
い
う
も
の
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
は
ロ
ボ
ッ

ト
の
よ
う
な
自
律
的
に
動
く
機
械
が
人
に
も
影
響
を
与
え

る
よ
う
な
「
共
存
関
係
」
が
生
ま
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

互
い
に
刺
激
し
合
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
新
し
い
関
係
の

第
一
歩
。
そ
れ
が
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ま
ま
技
術
が
進
ん
で
い
け
ば
、
数
十
年
先
に
は
ロ

ボ
ッ
ト
の
方
が
人
間
よ
り
も
自
分
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ

る
と
い
う
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
、
最

も
よ
い
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
人
間
で
は
な
く
自
分
の
こ
と
を

誰
よ
り
も
知
っ
て
い
る
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

そ
の
と
き
、
人
間
は
ど
う
や
っ
て
ロ
ボ
ッ
ト
に
自
ら
の
成

長
を
助
け
て
も
ら
う
の
か
が
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
る
で

し
ょ
う
。

こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
は
、「
ロ
ボ
ッ
ト
・
ネ
イ

テ
ィ
ブ
」
と
し
て
、
人
と
ロ
ボ
ッ
ト
が
共
生
す
る
時
代
を

生
き
る
。
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
が
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｏ
Ｔ
と
触
れ
合

林 

要
は
や
し
・
か
な
め

Ｇ
Ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｖ
Ｅ 

Ｘ 

株
式

会
社
代
表
取
締
役
。
１
９

７
３
年
、
愛
知
県
生
ま
れ
。

東
京
都
立
科
学
技
術
大
学

大
学
院
修
士
課
程
修
了
後
、

ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社

に
入
社
。
同
社
初
の
ス
ー

パ
ー
カ
ー
「
レ
ク
サ
ス
Ｌ

Ｆ
Ａ
」
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
経
て
、
ト
ヨ
タ
Ｆ
１
の
開
発
ス
タ
ッ
フ
に
抜
擢
さ
れ
渡
欧
。
帰
国
後
は
量
販

車
の
開
発
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
。
そ
の
後
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
株
式

会
社
で
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
「
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
」
の
開
発
を
牽
引
す
る
。
2
0
1
5
年
、

ロ
ボ
ッ
ト
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ 

Ｇ
Ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｖ
Ｅ 

Ｘ
を
設
立
。
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た
く
さ
ん
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

実
は
、
日
本
に
あ
る
図
書
館
の
多
く
が
今
も
こ
の
タ
イ

プ
で
す
。
私
は
こ
れ
を
“
第
２
世
代
”
の
図
書
館
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
戦
後
最
初
に
G
H
Q
指
導
下
で
つ
く
ら
れ

な
が
ら
定
着
し
な
か
っ
た
“
第
1
世
代
”
の
図
書
館
に
対

し
、
貸
し
出
し
数
を
競
い
な
が
ら
市
民
に
近
づ
い
て
い
っ

た
、
こ
れ
ら
第
２
世
代
の
図
書
館
に
も
、
も
ち
ろ
ん
評
価

で
き
る
部
分
は
大
い
に
あ
る
で
し
ょ
う
（
表
）。

「
つ
な
ぐ
」機
能
を
生
か
し
た

新
世
代
の
図
書
館
像

と
こ
ろ
が
1
9
9
0
年
代
後
半
く
ら
い
か
ら
、
こ
れ

ら
第
2
世
代
の
図
書
館
に
対
し
「
無
料
貸
本
屋
」
論
争
と

も
呼
ば
れ
る
よ
う
な
疑
問
が
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
た
と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
図
書
館
で
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ

タ
ー
』
を
数
十
冊
も
購
入
し
、
そ
れ
で
も
予
約
し
た
人
は

2
年
待
ち
と
い
う
よ
う
な
極
端
な
話
が
出
て
き
た
の
で
す
。

市
民
の
要
望
に
は
、
確
か
に
応
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

戦
後
の
図
書
館
は

ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
か
？

本
は
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
を
つ
な
ぐ
存
在
で
す
。
著
者

と
読
者
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ヒ
ト

と
ヒ
ト
を
つ
な
ぎ
、
ヒ
ト
と
モ
ノ
や
コ
ト
を
つ
な
ぐ
。
さ

ら
に
モ
ノ
と
モ
ノ
、
コ
ト
と
コ
ト
も
つ
な
ぎ
ま
す
。
本
は
、

あ
ら
ゆ
る
組
み
合
わ
せ
で
異
な
る
も
の
を
結
び
つ
け
、
出

会
い
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

図
書
館
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
無
限
の
つ
な
が
り
が
生

ま
れ
る
可
能
性
を
も
っ
た
場
所
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
多
く
の
図
書
館
が
既
成
概
念
に

縛
ら
れ
、
時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
退
屈
な
場
所
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

歴

史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
戦
後
日
本
で
は
図
書
館
が
Ｇ

Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
指
導
の
も
と
で

始
ま
っ
た
か
ら
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
Ｃ
Ｉ
Ｅ
（
民
間
情

報
教
育
局
）
が
各
地
に
ア
メ
リ
カ
式
の
図
書
館
を
つ
く
り
、

日
本
の
官
僚
も
熱
心
に
討
議
を
重
ね
、
な
ん
と
か
図
書
館

法
の
成
立
ま
で
漕
ぎ
つ
け
ま
す
が
、
な
か
な
か
実
態
は
伴

わ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
の
私
た
ち
に
な
じ
み
深
い
図
書

館
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
1
9
6
3

年
に
出
さ
れ
た
「
中
小
都
市
に
お
け
る
公
共
図
書
館
の
運

営
」（
通
称
「
中
小
レ
ポ
ー
ト
」）、
さ
ら
に
は
1
9
7
0
年

の
「
市
民
の
図
書
館
」
と
い
う
2
つ
の
指
針
で
し
た
。
こ

れ
ら
の
影
響
を
受
け
る
形
で
定
着
し
た
の
が
、「
と
に
か

く
貸
し
出
し
数
を
増
や
そ
う
」「
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
図
書

館
サ
ー
ビ
ス
を
届
け
よ
う
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
移
動

図
書
館
を
充
実
さ
せ
、
児
童
書
に
力
を
入
れ
た
の
が
、
そ

の
大
き
な
特
徴
と
い
え
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
小
説
な
ど

の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
や
、
市
民
が
読
み
た
が
る
流
行
本
を
大

量
に
購
入
し
、「
安
易
な
読
書
推
進
」
に
走
る
図
書
館
が

い
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
図
書
館
が
無
料
の
貸
本
屋
で
し
か

な
い
の
で
は
な
い
か
？

こ
う
い
う
批
判
の
な
か
で
新
し
く
注
目
さ
れ
て
き
た
の

が
、
い
わ
ゆ
る
「
滞
在
型
」
の
図
書
館
で
、
そ
れ
を
“
第

3
世
代
”
の
図
書
館
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
要
は
、

本
の
貸
し
出
し
数
よ
り
も
、
多
く
の
人
が
ゆ
っ
く
り
時
間

を
過
ご
す
こ
と
を
意
図
し
た
図
書
館
で
す
。
快
適
な
閲
覧

席
は
も
と
よ
り
、
居
心
地
の
よ
い
カ
フ
ェ
が
併
設
さ
れ
て

い
た
り
、
他
の
文
化
施
設
（
美
術
館
や
郷
土
資
料
館
な
ど
）

や
商
業
施
設
（
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
駅
ビ
ル
な
ど
）
と

の
組
み
合
わ
せ
だ
っ
た
り
と
、
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
も

ら
え
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２
０
１
６
年
開
館
の
『
大
和
市
立
図
書
館
（
文
化
創
造

拠
点
シ
リ
ウ
ス
）』
や
、
２
０
１
７
年
開
館
の
『
土
浦
市
立

図
書
館
（
ア
ル
カ
ス
土
浦
）』
な
ど
は
、
そ
の
流
れ
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
第
３
世
代
に
も
問
題
が
な

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
２
０
１
２
年
に
カ

ル
チ
ュ
ア
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ク
ラ
ブ
が
佐
賀
県
の

『
武
雄
市
図
書
館
』
で
指
定
管
理
者
［
＊
1
］
と
な
り
、
県

内
初
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
を
併
設
し
て
話
題
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
確
か
に
多
く
の
人
が
来
て
お
茶
を
飲
ん
で

い
る
け
れ
ど
、
ほ
と
ん
ど
本
を
読
ん
で
い
な
い
。
図
書
館

を
た
だ
の
集
客
装
置
と
し
か
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
？　

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
企
業
か
ら
無
駄
な
蔵
書
を
大
量

購
入
し
た
り
、
Ｃ
Ｄ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
レ
ン
タ
ル
店
を
併
設
す

る
一
方
で
、
貴
重
な
郷
土
資
料
を
大
量
に
廃
棄
す
る
な
ど
、

不
透
明
で
不
適
切
な
運
営
に
も
批
判
が
集
ま
り
ま
し
た
。

私
た
ち
「
図
書
館
と
地
域
を
む
す
ぶ
協
議
会
（
略
称
＝

図と

＆ん

地ち

協き
よ
う）」
が
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
図

書
館
が
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
て
い
る
最
中
で
、
未
来
の

図
書
館
を
構
想
し
つ
つ
、
図
書
館
が
本
来
も
っ
て
い
る
存

在
意
義
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
―
―
と
主
張
し
ま
し
た
。

そ
の
頃
か
ら
、
本
や
図
書
館
が
も
っ
て
い
る
「
つ
な
ぐ
」

機
能
を
最
大
限
に
生
か
す
こ
と
で
、
地
域
づ
く
り
の
核
と

な
っ
て
、
課
題
解
決
に
積
極
的
に
取
り
組
む
“
第
４
世

代
”
図
書
館
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
２
０
１
５
年
開
館
の

『
岐
阜
市
立
中
央
図
書
館
（
み
ん
な
の
森
ぎ
ふ
メ
デ
ィ
ア
コ
ス

モ
ス
）』
な
ど
が
そ
う
で
す
が
、
佐
賀
県
の
『
伊
万
里
市

民
図
書
館
』
や
、
長
野
県
の
『
小
布
施
町
立
図
書
館
ま
ち

と
し
ょ
テ
ラ
ソ
』［
＊
2
］
な
ど
は
、
市
民
が
図
書
館
の
設

立
や
運
営
に
積
極
的
に
参
加
し
た
事
例
と
し
て
有
名
で
す
。

私
た
ち
が
、
さ
ら
に
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
指
向
し
て

い
る
の
は
、
図
書
館
の
運
営
そ
の
も
の
が
ヒ
ト
・
モ
ノ
・

コ
ト
の
新
し
い
「
つ
な
が
り
」
を
創
出
し
、
地
域
の
人
材

育
成
や
雇
用
創
出
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
に
地
域
経
済
を
循

環
さ
せ
る
よ
う
な
新
し
い
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
」
を
巻
き
起
こ
し
て
い
く
図
書
館
―
―
そ
れ
が
“
第
５

世
代
”
図
書
館
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。

ひ
と
口
に
第
４
世
代
か
ら
第
５
世
代
へ
と
い
っ
て
も
、

地
域
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
起
こ
し
て
い
く
に
は
、
た
だ
ハ
ー
ド
を
変
え
る
だ
け

で
は
不
十
分
で
、
図
書
館
の
ソ
フ
ト
す
べ
て
、
そ
れ
こ
そ

本
や
資
料
の
選
び
方
か
ら
調
達
方
法
ま
で
、
ネ
ッ
ト
対
応

や
デ
ジ
タ
ル
化
戦
略
な
ど
も
含
め
て
、
運
用
の
仕
組
み
そ

の
も
の
を
見
直
し
、
日
々
の
現
場
か
ら
変
革
を
起
こ
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
既
成
概

念
を
突
破
す
る
「
図
書
館
の
自
由
」
で
あ
り
、
多
様
な
セ

ク
タ
ー
と
関
係
を
結
ぶ
「
図
書
館
の
信
頼
」
で
あ
る
は
ず

で
す
。
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
地
方
自
治
体
が
疲
弊
す
る

時
代
、
地
域
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
回
復
力
・
復
元
力
）
を
も

つ
た
め
に
、
図
書
館
が
で
き
る
こ
と
は
決
し
て
少
な
く
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

自
由
に
本
を
購
入
し
、

自
由
に
書
棚
を
つ
く
る
と
こ
ろ
か
ら

で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
た
め

█表：「無料貸本屋」から「ソーシャルイノベーション」へ

第１世代 戦前の理念を引きずり、権威的で市民の支持から
はかけ離れた図書館運営に終始。

第２世代

日本図書館協会の「中小レポート」（1963年）、「市
民の図書館」（1970年）の普及で一般化した図書
館のモデル。90年代後半に「無料貸本屋」論争を
巻き起こすなど、時代の変化のなかで役割を終え
つつあるともいわれる。

第3世代
資料の貸し出し数よりも、空間のつくりを重視する
滞在型の図書館。のちに図書館を集客装置と見な
す、俗に「ツタヤ図書館」と呼ばれる事例が登場し、
賛否両論を引き起こした。

第4世代
第２世代および第３世代への移行の反省から、図
書館そのものの機能を生かし、まちづくりの核施
設として位置づける図書館。課題解決型図書館と
もいわれる。

第5世代
図書館の運営そのものが、ヒト・モノ・コトの交流
と人材育成、雇用創出をもたらし、地域経済を循
環させるソーシャルイノベーションを起こす。

脇坂敦史＝取材・執筆　栗原論＝撮影

Ota Tsuyoshi太田剛
［図書館と地域をむすぶ協議会チーフディレクター］

今、日本各地で公共図書館を新たな「ハブ」とした、
地域の再活性化がさまざまな形で進められている。
従来の、本を並べ、貸し出すだけの図書館から、
ソーシャルイノベーションを目指す新世代の図書館へ。
そこでは何が変わり、何が生まれようとしているのか？
自らも日本全国で企画・運営にたずさわる太田剛さんに、
進化する図書館の“現場力”についてうかがった。

新世代図書館が
ヒト・モノ・コトの 
結びつきを取り戻す

インタビュー
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に
は
、
ま
ず
何
が
必
要
か
？　

そ
れ
は
、
何
よ
り
も
図
書

館
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
、
運
用
そ
の
も
の
に
自
由
を

取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

公
共
図
書
館
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
図
書
館
法
」
に
よ

れ
ば
、
図
書
館
の
機
能
は
必
ず
し
も
「
本
を
貸
し
出
す
」

こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
図
書
、
記
録
そ
の
他
必

要
な
資
料
を
収
集
し
、
整
理
し
、
保
存
し
て
、
一
般
公
衆

の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
」。
つ
ま
り
、
地
域
の
人
の
①
教
養

を
担
保
し
、
②
調
査
研
究
や
③
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
支

援
す
る
の
が
図
書
館
の
役
割
で
す
。
で
も
残
念
な
が
ら
、

こ
の
３
つ
を
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
る
と
い
え
る
図
書
館
は

少
な
い
で
し
ょ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
を
本
気
で
や
る

だ
け
で
図
書
館
は
劇
的
に
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

図
書
館
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
書
棚
で
す
。

そ
こ
に
本
を
並
べ
る
こ
と
が
図
書
館
の
基
本
に
あ
る
わ
け

で
す
が
、
現
状
は
そ
こ
に
「
自
由
」
の
発
想
が
な
い
。
具

体
的
に
は
、
す
べ
て
の
本
が
「
日
本
十
進
分
類
法
（
Ｎ
Ｄ

Ｃ
）」
で
分
類
・
管
理
さ
れ
、
全
国
ど
こ
の
図
書
館
も
同

じ
よ
う
な
配
列
で
、
同
じ
項
目
の
棚
で
は
、
著
者
名
の

“
あ
い
う
え
お
順
”
で
並
ん
で
い
た
り
す
る
。
そ
も
そ
も

今
ど
き
、
Ｎ
Ｄ
Ｃ
の
硬
い
分
類
の
ひ
と
つ
だ
け
に
お
さ
ま

る
よ
う
な
単
純
な
本
は
、
専
門
書
で
な
い
限
り
ほ
と
ん
ど

出
版
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
Ｎ
Ｄ
Ｃ
は
既
知
の
本

を
探
す
た
め
に
は
合
理
的
で
す
が
、
未
知
の
本
と
出
会
う

た
め
に
は
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時

代
に
、
住
民
の
教
養
を
担
保
す
る
に
は
、
新
し
い
知
と
の

出
会
い
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
ぞ
れ
の

図
書
館
が
工
夫
し
て
、
利
用
者
の
興
味
や
好
奇
心
を
触
発

す
る
自
由
な
分
類
や
配
架
を
考
え
て
も
い
い
は
ず
で
す
。

私
た
ち
が
２
０
１
３
年
か
ら
お
手
伝
い
を
し
て
い
る
北

海
道
十
勝
の
『
幕
別
町
図
書
館
』
で
は
、
物
流
で
注
目
さ

れ
て
い
た
カ
メ
レ
オ
ン
コ
ー
ド
を
図
書
館
用
に
規
格
化
し

た
「
Ｌ
Ｅ
Ｎ
コ
ー
ド
」［
＊
3
］
と
、
自
治
体
で
使
わ
れ
て

い
たChange M

agic

と
い
う
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
図

書
館
用
に
改
良
し
て
導
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
貸

し
出
し
や
返
却
処
理
が
格
段
に
楽
に
な
り
、
以
前
は
１
週

間
以
上
休
館
し
て
い
た
蔵
書
点
検
の
時
間
が
大
幅
に
短
縮

し
、
さ
ら
に
既
存
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
は
困
難
だ
っ
た

Ｎ
Ｄ
Ｃ
に
と
ら
わ
れ
な
い
本
棚
構
成
や
、
特
集
棚
や
企
画

棚
の
自
由
な
編
集
が
い
つ
で
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
日
常
の
資
料
管
理
業
務
の
負
担
を
軽
く
し

な
が
ら
、
本
棚
の
編
集
力
を
高
め
る
こ
と
で
、
テ
ー
マ
ご

と
の
特
集
棚
―
―
た
と
え
ば
「
ス
ト
レ
ス
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
棚
に
、
医
学
関
係
の
本
と
ス
ト
レ
ス
解
消
の
た
め
の

落
語
の
本
を
一
緒
に
並
べ
る
な
ど
―
―
が
自
在
に
組
め
る

よ
う
に
な
る
と
、
選
書
や
配
架
は
も
ち
ろ
ん
、
ネ
ッ
ト
を

通
じ
て
の
本
の
紹
介
な
ど
、
司
書
が
本
来
担
う
べ
き
さ
ま

ざ
ま
な
ス
キ
ル
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
ま
で
画
一
的
で
つ
ま
ら
な
か
っ
た
図
書
館
の

棚
が
、
眺
め
て
い
る
だ
け
で
ワ
ク
ワ
ク
す
る
エ
ン
タ
ー
テ

イ
ン
メ
ン
ト
装
置
に
変
わ
る
。
そ
れ
だ
け
で
、
図
書
館
空

間
の
魅
力
は
増
し
、
人
が
集
ま
る
図
書
館
へ
の
第
一
歩
を

踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
大
き
な
改
革
に
挑
ん
だ
の
は
、
本
を
地
元

の
書
店
か
ら
購
入
す
る
こ
と
で
す
。
実
は
現
在
、
多
く
の

公
共
図
書
館
で
は
東
京
の
大
手
専
門
業
者
か
ら
蔵
書
を
調

達
す
る
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
直

し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
幕
別
町
図
書
館
の
場
合
は
年
間

7
0
0
万
円
ほ
ど
の
資
料
購
入
予
算
が
あ
り
、
こ
れ
を
地

元
の
書
店
か
ら
す
べ
て
買
う
と
、
店
側
の
利
益
が

1
4
0
万
円
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
１
冊
あ
た
り
の
利
幅
が

少
な
い
書
店
に
と
っ
て
、こ
の
金
額
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
本
に
ラ
ベ

ル
を
貼
付
し
た
り
、
フ
ィ
ル
ム
で
包
ん
だ
り
す
る
「
装

備
」
作
業
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
全
国
規
模
で
大

量
の
本
を
さ
ば
く
大
手
専
門
業
者
は
、
こ
の
「
装
備
」
を

無
料
で
提
供
す
る
こ
と
で
競
争
力
を
保
持
で
き
ま
す
。
地

元
の
小
さ
な
書
店
に
は
、
と
て
も
太
刀
打
ち
で
き
ま
せ
ん
。

地
方
の
図
書
館
に
と
っ
て
は
、
地
元
か
ら
本
を
購
入
す
る

と
い
う
自
由
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
な
ら
、
そ
の
「
装
備
」
作
業
を
地
元
の
福
祉
施
設

に
委
託
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？　

こ
の
試
み
は
、
非
常
に

う
ま
く
い
き
ま
し
た
。
多
く
の
福
祉
施
設
で
は
入
所
者
に

パ
ソ
コ
ン
講
習
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
職
業
訓
練
を
し
て

い
ま
す
が
、
仕
事
自
体
が
な
い
の
が
悩
み
で
す
。
一
方
、

図
書
館
の
本
の
「
装
備
」
な
ら
、
毎
月
一
定
の
仕
事
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕
別
町
で
は
、
こ
の
「
装

備
」
作
業
を
通
じ
て
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
自
信
を
も
っ

た
２
人
の
方
が
、
一
般
企
業
に
就
職
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
税
収
に
悩
む
小
さ
な
町
に
と
っ
て
は
実
に
大
き
な
こ

と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
地
元
の
書
店
も
潤
い
ま
す
が
、
何
よ

り
図
書
館
を
核
に
し
た
書
店
と
福
祉
施
設
の
新
し
い
関
係

が
、
小
さ
な
経
済
循
環
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
大
事
で
す
。

近
年
は
、
地
元
に
本
屋
が
な
い
自
治
体
も
増
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
、
既
存
の
「
道
の
駅
」
を
通
し
て
蔵
書
を

購
入
し
た
り
、
ブ
ッ
ク
カ
フ
ェ
を
や
り
た
い
若
者
が
い
れ

ば
積
極
的
に
手
を
組
む
な
ど
、
方
法
は
い
く
ら
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
人
材
を
育
て
、
雇
用
を
生
む
こ
と
で

地
域
が
経
済
的
に
も
活
性
化
す
る
。
そ
れ
が
ソ
ー
シ
ャ
ル

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
場
と
し
て
の
第
５
世
代
の

図
書
館
の
あ
り
方
だ
と
思
い
ま
す
（
図
1
）。

ス
ト
レ
ス
測
定
器
が
生
ん
だ

新
た
な
つ
な
が
り

幕
別
町
図
書
館
で
は
、
定
期
的
に
落
語
会
を
開
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
“
図
＆
地
協
”
と
落
語
芸
術
協

会
、
疲
労
科
学
研
究
所
が
組
ん
で
提
供
し
て
い
る
モ
デ
ル

で
、
町
民
が
図
書
館
に
足
を
運
ぶ
機
会
を
増
や
し
、
同
時

に
図
書
館
に
設
置
し
た
「
ス
ト
レ
ス
測
定
器
」
に
触
れ
て

も
ら
う
の
が
目
的
。

こ
の
「
ス
ト
レ
ス
測
定
器
」
に
指
を
入
れ
る
と
、
脈
波

（
Ｐ
Ｐ
Ｇ
）・
心
電
波
（
Ｅ
Ｃ
Ｇ
）
が
同
時
に
測
定
で
き
、
自

律
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
や
自
律
神
経
機
能
年
齢
を
表
示
し
て

く
れ
ま
す
。
測
定
結
果
に
よ
り
図
書
館
で
は
、
た
と
え
ば

ス
ト
レ
ス
状
態
が
「
黄
（
注
意
）」
の
お
年
寄
り
に
は
、

可
愛
い
猫
の
写
真
集
や
、
疲
労
回
復
に
効
く
体
操
の
本
を

薦
め
る
…
…
そ
し
て
、
そ
の
本
を
返
し
に
来
て
く
れ
た
と

き
に
、
ま
た
測
っ
て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
ス

ト
レ
ス
の
状
態
を
知
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、

予
防
医
学
の
見
地
か
ら
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
お
り
、
ま
た
「
笑
い
」
が
ス
ト
レ
ス
解
消
に
有
効

な
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
、
測
定
で
「
青
（
正
常
）」
と

い
う
結
果
が
出
た
の
に
、
逆
に
「
そ
ん
な
こ
と
は
ね
ぇ
だ

ろ
、
実
は
ウ
チ
の
嫁
が
…
…
」
と
打
ち
明
け
て
く
れ
る
お

年
寄
り
が
い
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
声
の
な
か
に
地
域
の

課
題
が
潜
ん
で
い
て
、
今
ま
で
の
図
書
館
カ
ウ
ン
タ
ー
で

は
絶
対
に
な
か
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
課
題

解
決
の
種
が
芽
生
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
を
通
し
、
ほ
ん
の
数
％
で
あ
っ
て
も
病

気
の
予
防
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
問

題
解
決
の
糸
口
が
つ
か
め
た
と
し
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う

か
？　

医
療
費
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
障
費
に
お
い
て
、

図
書
館
の
蔵
書
購
入
予
算
な
ど
と
は
比
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
ほ
ど
、
大
き
な
削
減
効
果
が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ

と
と
も
に
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
重
要
業
績
評
価
指
標
）
を
き
ち
ん
と

設
定
す
る
こ
と
で
、
幕
別
町
図
書
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
図

書
館
を
受
け
皿
と
し
て
採
択
さ
れ
る
の
が
難
し
い
と
さ
れ

て
き
た
地
方
創
生
交
付
金
な
ど
の
予
算
も
獲
得
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

昨
年
は
幕
別
町
図
書
館
の
落
語
会
に
前
座
と
し
て
何
度

も
来
て
く
れ
た
若
い
落
語
家
さ
ん
が
、
令
和
初
の
二
ツ
目

昇
進
を
し
て
お
披
露
目
し
ま
し
た
。
町
の
人
た
ち
に
可
愛

が
ら
れ
て
、
育
て
ら
れ
た
落
語
家
さ
ん
が
、
出
世
し
て
有

名
に
な
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
新
た
な
つ
な
が
り
が
生
ま
れ

て
き
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
、
ほ
ん
の
少
し
や
り
方
を

変
え
る
だ
け
で
、
図
書
館
に
は
ま
だ
ま
だ
新
し
い
関
係
を

創
出
し
て
、
地
域
の
価
値
を
高
め
る
可
能
性
が
あ
る
と
実

感
し
て
い
ま
す
。

█図1：図書館と地域がつながる
            第5世代図書館のあり方
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収
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春、一面のタンポポに囲まれた幕別町図書館（上）。館内は、
いたるところに特集棚が配置され、森村誠一氏、福原義春氏
ら著名人が読み終わった本を預けてくれている「北の本箱」は
特に人気の的だ（下）。写真提供／太田剛（以下すべて）

LENコードは一般的に使われ
るバーコードよりかなり小さく、
本を取り出さず書棚に並べた
まま、webカメラなどでスピー
ディに認識が可能。複数冊同
時に一瞬で認識できるため、
カウンター業務も大幅に効率
化できる。

地元の公的福祉施設への委託
によって行われる、幕別町図書
館の書籍資料の装備作業（上）。
同館に設置されたストレス測定
器。測定を通じて司書による対
話と本の紹介に結びつき、地
域の課題解決のヒントにつなが
ることもある（左）。
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太
田
剛

お
お
た
・
つ
よ
し

図
書
館
と
地
域
を
む
す
ぶ
協
議
会
チ
ー

フ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
。
編
集
工
学
機
動
隊

Ｇ
Ｅ
Ａ
Ｒ
代
表
。
１
９
６
５
年
、
和
歌

山
県
生
ま
れ
。
茨
城
県
潮
来
市
で
育
つ
。

高
校
理
科
教
員
等
を
経
て
、
１
９
９
０
年
に
編
集
工
学
研
究
所
（
松
岡

正
剛
所
長
）
に
入
社
。
編
集
工
学
を
応
用
し
た
各
種
メ
デ
ィ
ア
制
作
か

ら
地
域
活
性
化
ま
で
、
幅
広
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
統
括
。
２
０
１
２
年

に
独
立
し
現
職
。

注＊
1	

指
定
管
理
者
は
、
地
方
公
共
団
体
が
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、

期
間
を
定
め
て
指
定
す
る
団
体
。
２
０
０
３
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、

株
式
会
社
を
は
じ
め
と
す
る
営
利
企
業
な
ど
に
よ
る
代
行
も
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

＊
2	

伊
万
里
市
民
図
書
館
は
３
５
０
人
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
十
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
の
参
加
に
よ
り
、
市
民
主
体
で
運
営
。
小
布
施
町
立
図
書
館
ま
ち
と
し
ょ
テ

ラ
ソ
は
、
設
立
の
計
画
段
階
か
ら
市
民
が
参
加
し
た
こ
と
で
話
題
と
な
っ
た
。

＊
3 Library Editorial N

avigation

の
略
。
小
さ
な
２
次
元
カ
ラ
ー
コ
ー
ド
を

本
の
背
表
紙
に
貼
る
こ
と
で
、
書
架
に
並
べ
た
ま
ま
カ
メ
ラ
で
認
識
が
可
能
。

10
～
20
冊
程
度
を
一
度
に
認
識
で
き
る
た
め
、
貸
出
・
返
却
や
蔵
書
管
理
が

飛
躍
的
に
効
率
化
で
き
る
。

「
本
の
処
方
」が
ノ
ッ
ク
し
た
心
の
扉

近
年
は
、
情
報
収
集
な
ど
を
通
じ
て
、
比
較
的
小
規
模

な
ビ
ジ
ネ
ス
や
起
業
の
手
伝
い
を
図
書
館
が
担
う
「
ビ
ジ

ネ
ス
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
」
も
各
地
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま

す
。
確
か
に
、
そ
れ
は
重
要
な
役
割
で
す
し
、
成
果
も
わ

か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
特
に
地
方
の
小

さ
な
自
治
体
の
図
書
館
で
は
、
も
っ
と
身
近
な
視
線
で
本

を
選
び
、
長
い
目
で
人
と
本
を
つ
な
い
で
い
く
ニ
ー
ズ
に

注
目
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
と
え
ば
「
考
え
る
図
書
館
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
私

た
ち
が
シ
ス
テ
ム
改
修
や
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
手
伝
い
を

し
て
い
る
和
歌
山
県
の
『
那
智
勝
浦
町
立
図
書
館
』
で
は
、

文
部
科
学
省
の
教
育
格
差
解
消
に
関
す
る
事
業
に
採
択
さ

れ
、
５
種
類
の
テ
ー
マ
で
「
本
の
コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
」
を
つ

く
り
、
学
校
に
行
き
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
に

社
会
と
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
試
み
を
教
育
委
員
会
と

連
携
し
て
行
い
ま
し
た
（
図
2
）。
各
地
で
読
書
推
進
運
動

が
盛
ん
で
す
が
、
私
は
読
書
が
“
目
的
”
に
な
っ
て
は
い

け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
読
書
は
あ
く
ま
で
も
手
段
や

方
法
で
あ
り
、
本
を
た
く
さ
ん
読
む
こ
と
で
は
な
く
、
目

的
に
合
っ
た
本
を
探
す
手
伝
い
を
す
る
。
そ
ん
な
視
点
か

ら
、
学
校
支
援
員
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
組
ん
で
、

不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
の
家
に
本
を
届
け
ま
す
。
そ
の
う

え
で
本
人
や
家
族
か
ら
、
ど
の
本
を
手
に
し
た
か
、
ど
の

本
に
興
味
を
も
っ
た
か
な
ど
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け

て
、
コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
を
設
定
し
て
い
く
。

そ
の
な
か
に
、
複
雑
な
家
庭
環
境
の
た
め
、
小
さ
な
と

き
か
ら
引
き
こ
も
り
の
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
さ
ん
が
半
年
間
、
家
に
通
っ
て
本
を
届
け
て

も
、
会
話
ど
こ
ろ
か
、
か
ぶ
っ
た
毛
布
か
ら
一
度
も
出
て

き
て
く
れ
な
い
。
母
親
に
聞
け
ば
「
夜
に
な
る
と
、
本
を

手
に
し
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
…
…
」
と
い
う
心
も
と
な
い

回
答
。
そ
れ
で
も
諦
め
ず
通
い
続
け
、
あ
る
と
き
、
興
味

を
も
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
、
電
子
図
書
館
が
利
用
で
き
る

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
も
っ
て
い
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
と
き
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
女
性
が
端
末
の

操
作
に
戸
惑
っ
て
い
る
と
、
か
ぶ
っ
た
毛
布
か
ら
、
そ
の

子
の
指
が
1
本
伸
び
て
き
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
！　

置
い

て
い
っ
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
そ
の
子
が
喜
ん
で
読
ん
だ

の
は
、
意
外
に
も
『
お
さ
る
の
ジ
ョ
ー
ジ
』
の
多
言
語
版

で
し
た
。
聞
い
た
こ
と
の
な
い
外
国
語
の
響
き
で
聞
く
の

が
と
て
も
面
白
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
い
う
、
半

年
で
や
っ
と
指
が
１
本
出
る
よ
う
な
、
遅
々
と
し
て
進
ま

な
い
反
応
で
も
、
一
度
扉
が
開
く
と
驚
く
よ
う
な
成
果
が

生
ま
れ
る
こ
と
が
、
図
書
館
の
働
き
に
は
あ
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
こ
こ
で
「
コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
」
と
呼
ん
で

い
る
「
本
の
処
方
」、
あ
る
い
は
「
そ
の
人
に
合
っ
た
本

を
選
ぶ
能
力
」
は
今
、
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
図

書
館
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
北
海
道
砂
川
市
の
「
い
わ
た

書
店
」
を
営
む
岩
田
徹
さ
ん
が
始
め
た
「
一
万
円
選
書
」

な
ど
は
、
そ
の
代
表
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
顧
客
の
希
望

や
嗜
好
を
つ
づ
っ
た
カ
ル
テ
に
基
づ
き
、
店
主
が
提
案
す

る
１
万
円
分
の
書
籍
が
届
く
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
で
、
ネ
ッ

ト
の
口
コ
ミ
や
メ
デ
ィ
ア
へ
の
登
場
を
き
っ
か
け
に
火
が

つ
き
、
小
さ
な
町
の
書
店
さ
ん
が
全
国
的
な
注
目
を
浴
び

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
現
在
は
受
付
停
止
中
）。

多
く
の
人
が
本
を
読
ま
な
い
の
は
、
読
み
た
く
な
い
か

ら
で
は
な
く
、
何
を
読
ん
で
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

い
る
か
ら
―
―
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
図
書
館
に
で
き
る

こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

図
書
館
を「
開
い
て
い
く
」し
か
な
い

昨
年
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館 

エ
ク
ス
・
リ
ブ

リ
ス
』
と
い
う
映
画
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。「
世
界
一

の
知
の
殿
堂
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
図
書
館
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
の
予
算
も
使
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
財
源
の

多
く
を
寄
付
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
の

公
共
図
書
館
と
は
仕
組
み
も
違
う
し
、
単
純
に
比
較
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
は
思
い
ま
す
。

こ
の
映
画
の
感
想
を
日
本
の
図
書
館
関
係
者
に
聞
く
と
、

図
書
館
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動
自
体
は
日
本
と
基
本
的
に

変
わ
ら
な
い
と
い
う
反
応
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

け
れ
ど
も
、
図
書
館
の
現
場
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
言
葉

―
―
知
の
深
さ
や
広
さ
、
言
葉
の
量
の
圧
倒
的
な
違
い

に
、
私
は
愕
然
と
し
ま
し
た
。
図
書
館
は
予
算
を
得
て
い

る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
意
向
に
沿
う
べ
き
か
？　

図
書
館

の
自
由
を
ど
う
守
る
か
？　

人
種
差
別
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
差
別

を
ど
う
考
え
る
か
？　

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
、
図
書
館
の

な
か
で
徹
底
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

そ
の
点
で
日
本
の
図
書
館
は
、
ま
だ
ま
だ
成
熟
し
て
い

な
い
気
が
し
ま
す
。
図
書
館
自
体
の
地
位
が
非
常
に
低
く
、

行
政
と
の
距
離
も
遠
い
。
何
よ
り
、
司
書
の
給
与
が
驚
く

ほ
ど
低
い
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
す
。
一
方
、
司
書
の
質

的
な
地
位
向
上
の
た
め
に
は
、
資
格
取
得
に
必
要
な
教
育

の
中
身
も
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
に
関

わ
る
仕
事
を
す
る
以
上
、
せ
め
て
書
籍
の
出
版
や
流
通
の

仕
組
み
や
、
最
低
限
の
行
政
の
予
算
の
動
き
や
、
地
域
経

済
の
仕
組
み
は
教
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
状
況
の
な
か
、
そ
れ
で
も
図
書
館
か
ら
ソ
ー

シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
地
域
を
活
性
化
さ

せ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
？　

そ
の
た
め

に
は
、
図
書
館
を
「
開
い
て
い
く
」
し
か
な
い
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。

「
開
か
れ
た
図
書
館
」
と
い
う
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
の

は
、
ふ
つ
う
誰
も
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
親
し
み
や

す
い
図
書
館
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
利
用
者
」
に
対
し
て

オ
ー
プ
ン
な
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館

は
運
営
そ
の
も
の
を
開
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
図
書
館
を
巡
っ
て
い
る
と
、

理
数
系
の
本
を
う
ま
く
選
書
で
き
る
司
書
が
圧
倒
的
に
少

な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
理
系
の
学
生

が
司
書
の
資
格
を
取
る
の
が
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
難
し

い
と
い
う
理
由
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
理
系
に
限
ら
ず
、

専
門
性
の
高
い
知
識
を
も
っ
た
人
材
が
少
な
い
こ
と
が
、

結
果
と
し
て
多
く
の
図
書
館
の
蔵
書
が
児
童
書
や
小
説
ば

か
り
に
な
る
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
ど
の
地
域
で
も
中
学
校
や
高
校
の
先
生
な
ど
、

理
系
の
本
に
詳
し
い
人
は
必
ず
い
る
で
し
ょ
う
。
医
療
分

野
の
選
書
な
ら
、
地
域
の
病
院
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
ら
う

こ
と
だ
っ
て
で
き
る
。「
司
書
の
仕
事
が
奪
わ
れ
る
」
な

ど
と
い
う
、
小
さ
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い

で
す
よ
ね
。
ほ
か
に
も
、
司
書
が
や
る
べ
き
仕
事
は
そ
れ

こ
そ
山
の
よ
う
に
あ
る
の
で
す
か
ら
。

幕
別
町
で
は
、「
ま
ぶ
さ
（
ま3

く
べ
つ
Ｂ3

Ｏ
О
Ｋ
サ3

ポ
ー

タ
ー
）」
と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
市
民
エ
デ
ィ
タ
ー

を
育
成
し
て
、
選
書
か
ら
本
棚
づ
く
り
、
本
の
修
理
・
装

備
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
、
そ
し
て
ネ
ッ
ト
の
情
報
発
信
な

ど
に
力
を
発
揮
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
図
書
館
の
内
外
を

つ
な
い
で
い
ま
す
。「
自
由
」
と
い
う
力
を
得
た
本
棚
の

な
か
で
異
分
野
が
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
図
書
館
を
よ
り
開

い
て
、
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
く
契
機
に
な
り
う
る
。
本

棚
づ
く
り
は
、
雑
誌
づ
く
り
と
似
て
い
ま
す
。
専
門
領
域

に
固
執
せ
ず
、
オ
ー
プ
ン
な
編
集
マ
イ
ン
ド
を
も
っ
た
司

書
が
も
っ
と
増
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

█図2：那智勝浦町立図書館の「本のコースウェア」

５種類のコースウェアを設定

成
果
の
発
表
会

継
続
性
の
担
保

コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
の
種
類
に
よ
っ
て
、

成
果
発
表
の
方
法
を
調
整
す
る

学
校
図
書
室
・
図
書
館
の
日
常
利
用
に

つ
な
げ
る
た
め
の
手
立
て

初動

き
っ
か
け
の
25
冊

児
童
の
い
ろ
い
ろ
な
興
味
に
対
応
す
る
、

多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
・
形
態
の
図
書

契機 展開 転換 実現 集約
気づかせる 把握させる

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

考えさせる 決心させる 実現させる 安心させる

選書とコースウェア（100 冊のモデル本を選書）

例１）本（物語）っておもしろい！

例2）社会（世界）へのつながりを意識

例3）将来の夢を獲得

例4）これが好き！もっと知りたい！

例 5）からだ・けんこう・いのち

開かれた図書館のためには、これを支える地元の人々のサ
ポートが不可欠。幕別町図書館の「まぶさ（まくべつ
BOOKサポーター）」には、ボランティアとして地元新聞記
者から教職員まで多様な人材が顔をそろえる。

「図＆地協」がソフト面をコーディネートし（建築設
計は隈研吾氏）、2018年に開館した高知県の『梼
原（ゆすはら）町立図書館』。地元の木材をふんだ
んに活用した同館は「雲の上の図書館」と呼ばれ、
デイケアやショートステイのできる複合福祉施設と
隣接している。図書資料は高知県内の書店から納
入し、「地元でできることは地元でやる」持続可能
な地域づくりを目指している。
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商
業
施
設
で
活
用
さ
れ
る
Ａ
Ｒ
技
術

２
０
１
９
年
11
月
下
旬
、
一
時
休
業
し
て
い
た
渋
谷
パ

ル
コ
が
、
建
て
替
え
工
事
を
経
て
再
び
開
業
し
た
。
そ
の

地
下
に
あ
る
「
テ
ィ
フ
ォ
ニ
ウ
ム
・
カ
フ
ェ
」
で
は
、

「
魔
法
パ
フ
ェ
Ⓡ
」
と
い
う
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
し
て
い
る
。

注
文
し
た
パ
フ
ェ
を
待
つ
あ
い
だ
、
コ
ー
ス
タ
ー
に
専
用

の
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
か
ざ
す
と
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
映

像
表
現
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
パ
フ
ェ
が
届
く
と
そ
の

演
出
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。
こ
の
店
舗
を
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
し
て
い
る
の
は
、
お
台
場
と
渋
谷
に
あ
る
Ｖ
Ｒ

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
施
設
「
テ
ィ
フ
ォ
ニ
ウ
ム
」
を

手
掛
け
る
テ
ィ
フ
ォ
ン
社
。
現
在
は
Ｔ
Ｂ
Ｓ
の
関
連
会
社

で
あ
り
、
共
同
で
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の
開
発
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

ま
た
、
２
０
１
９
年
12
月
に
は
、
渋
谷
で
開
催
さ
れ
た

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
ト
と
電
子
音
楽
の
祭
典
「M

U
TEK

.JP 

2019

」
の
一
環
と
し
て
、「IN

VISIBLE ART IN
 

PU
BLIC Vol.2 “Synthetic Landscapes”

」
と
い
う

イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
を
は

じ
め
、
駅
周
辺
の
い
く
つ
か
の
商
業
施
設
に
掲
示
さ
れ
た

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
専
用
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
で
、
カ
メ
ラ
で
捉
え
た
現
実
の
風
景
に
、
映

像
や
音
楽
が
重
な
り
合
う
と
い
う
仕
組
み
だ
。
そ
し
て
渋

谷
パ
ル
コ
で
は
「AKIRA ART O

F W
ALL --IN

VISIBLE 
ART IN

 PU
BLIC

--

」
と
い
う
関
連
イ
ベ
ン
ト
も
開
催

さ
れ
た
。
建
て
替
え
工
事
の
３
年
間
、
こ
こ
に
は
大
友
克

洋
の
『AK

IRA

』
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
仮
囲
い
「AK

IRA 
ART W

ALL

」
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
専
用
ア
プ
リ

を
通
じ
て
そ
の
一
部
を
鑑
賞
で
き
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
百
年
に
一
度
の
再
開
発
」
が
進
ん
で
い
る

渋
谷
の
商
業
施
設
で
は
、
近
頃
こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｒ

（Augm
ented Reality

＝
拡
張
現
実
）
を
活
用
し
た
試
み
が

目
立
つ
。
次
世
代
通
信
規
格
「
5
G
」
を
活
用
し
た
エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
事
業
の
中
核
地
と
目
さ
れ
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
Ｖ
Ｒ
（Virtual Reality

＝
仮
想
現
実
）
が
、

目
の
前
に
あ
る
現
実
と
は
異
な
る
仮
想
世
界
を
体
験
で
き

る
技
術
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ａ
Ｒ
と
は
、
目
の
前
に
あ
る

現
実
に
新
し
い
情
報
や
価
値
を
付
け
加
え
る
技
術
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
魔
法
パ
フ
ェ
Ⓡ
」
は
そ
の
場
に
い
な
け
れ

ば
体
験
で
き
な
い
し
、
決
し
て
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
の
写
真
はInstagram

を
は
じ
め
と
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
広
く
共
有
さ
れ
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
貌
す
る
渋
谷
と
い

う
街
に
似
つ
か
わ
し
い
、
格
好
の
素ネ

材タ

を
提
供
し
て
い
る
。

し
か
し
裏
を
返
せ
ば
、
渋
谷
で
な
く
て
も
構
わ
な
い
―
―
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
渋
谷
と
い
う
街
の
変
容
を
補
助
線

に
し
て
、
Ａ
Ｒ
を
め
ぐ
る
現
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
先
端
的
な
技
術
に
特
化
し
た
話
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
普
及
し
て
以
降
、
現
実
空
間
だ

け
で
完
結
し
た
人
間
関
係
も
、
逆
に
仮
想
空
間
に
閉
じ
た

人
間
関
係
も
成
り
立
ち
に
く
く
、
ネ
ッ
ト
は
常
時
、
現
実

を
拡
張
す
る
方
向
に
強
く
作
用
し
て
い
る
。
い
ま
や
リ
ア

ル
／
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
、
現
実
／
虚
構
、
日
常
／
非
日
常
と

専用のタブレットをかざすことで、インタラクティヴな映像が楽しめる、渋谷「ティフォ
ニウム・カフェ」の「魔法パフェ ®」。写真提供／ティフォン株式会社

「INVISIBLE ART IN PUBLIC Vol.2 “Synthetic Landscapes”」
の作品。専用アプリを使って、映像と音による拡張現実を楽し
める。上から、スクランブル交差点に上空から無数のラインが
雨のように降り注ぎバウンドする「line rain@スクランブル交
差点」（Seiichi Sega & Intercity-Express）。構成主義デザ
インのような仮想の色面が次々に現れる「techno split@ 稲荷
橋広場2」（Seiichi Sega & Intercity-Express）。空間に存
在する見えない川の流れにオブジェが現れて浮遊する「ether 
river@ 金王橋広場1」（°F & Intercity-Express）。写真提供
／株式会社Psychic VR Lab

拡
張
現
実（
Ａ
Ｒ
）の
現
在
地

―
―
渋
谷
か
ら
考
え
る

飯
田
豊

 Iida Yu
taka

21
世
紀
に
入
り
、
猛
烈
な
勢
い
で
進
化
を
遂
げ
続
け
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
。

な
か
で
も
目
覚
ま
し
い
の
が
、
ネ
ッ
ト
空
間
で
の
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
展
開
だ
。

人
・
モ
ノ
・
カ
ネ
が
仮
想
空
間
へ
流
れ
込
み
つ
つ
あ
る
現
在
―
―

リ
ア
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
、
次
の
段
階
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
。

音
楽
フ
ェ
ス
や
ス
ト
リ
ー
ト
・
イ
ベ
ン
ト
の
活
況
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
と
の
連
動
な
ど
は
、

ま
さ
に
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
と
リ
ア
ル
の
結
合
に
よ
る
、
新
た
な
活
動
領
域
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

時
代
の
先
端
を
行
く
渋
谷
の
街
か
ら
見
た
、
仮
想
と
現
実
の
過
去
・
現
在
・
未
来
と
は
？

い
い
だ
・
ゆ
た
か

立
命
館
大
学
産
業
社
会
学
部
准
教
授
。
専
門
は
メ
デ
ィ
ア
論
、
メ
デ
ィ
ア
技

術
史
、
文
化
社
会
学
。
１
９
７
９
年
、
広
島
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院

学
際
情
報
学
府
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
著
書
に
『
メ
デ
ィ
ア
論
の
地
層 

―
―
1
9
7
0
大
阪
万
博
か
ら
2
0
2
0
東
京
五
輪
ま
で
』（
勁
草
書
房
）、

『
テ
レ
ビ
が
見
世
物
だ
っ
た
こ
ろ 

―
―
初
期
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
考
古
学
』（
青

弓
社
）、
共
著
に
『
メ
デ
ィ
ア
論
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
）、
編
著
に

『
メ
デ
ィ
ア
技
術
史 

―
―
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
系
譜
と
行
方
﹇
改
訂
版
﹈』（
北

樹
出
版
）、
共
編
著
に
『
現
代
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
論 

―
―
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
か
ら
ゲ
ー
ム
実
況
ま
で
』（
勁
草
書
房
）
な
ど
が
あ
る
。

い
っ
た
二
項
対
立
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
れ
ら
は
相
互
に

重
な
り
合
い
、
複
雑
に
混
在
し
て
い
る
。

舞
台
と
し
て
の
広
告
都
市
の
終
焉

１
９
７
３
年
に
開
業
し
た
渋
谷
パ
ル
コ
は
、
渋
谷
駅
か

ら
代
々
木
公
園
に
い
た
る
「
公
園
通
り
」
の
開
発
と
一
体

化
し
、
大
学
生
か
ら
社
会
人
に
な
り
始
め
た
団
塊
世
代
の

女
性
に
焦
点
を
あ
て
た
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル
と
し
て
、
大
き
な

成
功
を
収
め
た
。
そ
し
て
パ
ル
コ
の
躍
進
は
、
西
武
百
貨

店
を
中
核
と
す
る
セ
ゾ
ン
グ
ル
ー
プ
の
多
角
的
な
文
化
戦

略
―
―
美
術
館
・
書
店
・
映
画
館
・
劇
場
な
ど
の
経
営
、

出
版
事
業
や
映
画
事
業
な
ど
―
―
を
後
押
し
し
た
。
都
市

空
間
そ
の
も
の
を
広
告
化
し
、
い
わ
ば
舞
台
と
し
て
演
出

す
る
と
い
う
戦
略
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
渋
谷
と
い
う
街

自
体
、
し
ば
し
ば
テ
ー
マ
パ
ー
ク
に
喩た

と

え
ら
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
、

こ
う
し
た
広
告
戦
略
に
覆
わ
れ
た
渋
谷
の
舞
台
性
が
崩
れ

始
め
る
。
全
国
ど
こ
に
で
も
あ
る
量
販
店
、
フ
ァ
ス
ト

フ
ー
ド
店
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ス
ト

ア
な
ど
が
次
第
に
存
在
感
を
強
め
、
渋
谷
の
固
有
性
が
失

わ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
契
機
が
、
２
０
０
０
年
代
に
お

け
る
ケ
ー
タ
イ
の
普
及
だ
っ
た
。
ケ
ー
タ
イ
で
別
の
場
所

と
つ
な
が
り
な
が
ら
街
を
歩
い
て
い
る
人
た
ち
は
、
必
ず

し
も
同
じ
時
間
や
場
所
を
経
験
し
て
い
な
い
。
珍
し
い
光

景
を
目
の
当
た
り
に
し
た
り
、
面
白
い
出
来
事
に
遭
遇
し

た
り
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
メ
ー
ル
や
写
真
を
通
じ
て
、
友

だ
ち
と
経
験
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
学
者

の
北
田
暁
大
は
「
脱
舞
台
化
」
し
た
都
市
の
経
験
が
、

ケ
ー
タ
イ
を
介
し
て
消
費
さ
れ
て
い
く
状
況
を
、「
素ネ

材タ

と
し
て
の
都
市
」
と
呼
ん
だ
。
渋
谷
は
「
そ
の
固
有
性
が

も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
人
び
と
を
引
き
寄
せ
る
舞

AR前

AR後
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台
と
し
て
で
は
な
く
、
情
報
量
・
シ
ョ
ッ
プ
の
多
さ
と
い

う
な
ん
と
も
色
気
の
な
い
数
量
的
な
相
対
的
価
値
に
よ
っ

て
評
価
さ
れ
る
『
情
報
ア
ー
カ
イ
ブ
』
と
し
て
機
能
」
す

る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
（
1
）。

「
メ
デ
ィ
ア
」
と
「
イ
ベ
ン
ト
」
の                  

結
び
つ
き
方
が
変
わ
っ
た

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
広
告
産
業
や
文

化
産
業
の
戦
略
が
行
き
詰
ま
り
、「
経
験
経
済
」
や
「
コ

ト
消
費
」
と
い
っ
た
概
念
が
定
着
し
た
の
も
、
２
０
０
０

年
代
に
お
け
る
情
報
技
術
の
変
容
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

都
市
に
遍
在
す
る
ス
ク
リ
ー
ン
か
ら
、
手
の
ひ
ら
の
上
の

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
技
術
に
取
り

囲
ま
れ
た
日
常
生
活
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
な
か
で
、

テ
レ
ビ
の
生ラ

中イ

継ヴ

で
国
民
的
な
一
体
感
を
得
る
よ
う
な
、

現
実
空
間
と
切
り
離
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
経
験
で
は
な
く
、

出
来
事
が
起
き
て
い
る
現
場
に
お
け
る
生ラ

イ
ヴ

の
集
合
体
験
に

こ
そ
、
大
き
な
価
値
が
見
出
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
。

た
と
え
ば
、
音
楽
産
業
に
お
い
て
は
２
０
０
０
年
代
以

降
、
Ｃ
Ｄ
の
売
上
が
急
激
に
低
下
し
、
音
楽
配
信
市
場
の

成
長
も
頭
打
ち
に
な
る
な
か
で
、
ラ
イ
ブ
や
コ
ン
サ
ー
ト

の
売
上
が
む
し
ろ
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
（
図
）。
と

り
わ
け
、
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
の
細
分
化
が
急
速
に
進
ん
だ

1
9
9
0
年
代
以
降
、
音
楽
嗜
好
が
多
様
化
し
た
若
者

た
ち
を
惹
き
つ
け
る
手
段
と
し
て
、
複
数
の
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
が
次
々
と
登
場
す
る
フ
ェ
ス
と
い
う
フ
レ
ー
ム
が
採
用

さ
れ
て
き
た
。
フ
ェ
ス
の
経
済
効
果
が
語
ら
れ
る
際
、
こ

の
ふ
た
つ
の
グ
ラ
フ
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
音
楽
産
業
の
な
か
だ
け
で

ラ
イ
ブ
の
成
長
を
捉
え
れ
ば
、
ソ
フ
ト
の
売
上
が
不
調
で

あ
る
こ
と
と
補
完
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は

そ
れ
ほ
ど
単
純
な
話
で
は
な
い
。
フ
ェ
ス
文
化
を
産
業
的

に
下
支
え
し
て
い
る
の
は
、
音
楽
の
作
り
手
ば
か
り
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
大
規
模
な
フ
ェ
ス
は
、（
在
京
キ
ー
局
や
在
阪
準

キ
ー
局
を
含
む
）
地
上
波
テ
レ
ビ
放
送
、
Ｂ
Ｓ
・
Ｃ
Ｓ
放
送
、

Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
放
送
な
ど
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
地
方
の

フ
ェ
ス
に
は
た
い
て
い
、
県
域
の
新
聞
社
や
放
送
局
が
主

催
や
後
援
に
名
前
を
連
ね
る
。
新
聞
と
放
送
が
複
合
不
況

に
陥
っ
て
い
る
な
か
で
、
フ
ェ
ス
は
魅
力
あ
る
文
化
事
業

と
し
て
支
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「RO

CK
 

IN
 JAPAN

 FESTIVAL

」
を
主
催
し
て
い
る
ロ
ッ
キ
ン

グ
・
オ
ン
社
は
、『rockin'on

』
や
『RO

CK
IN

’O
N

 
JAPAN

』
な
ど
の
雑
誌
を
発
行
し
て
い
る
音
楽
系
の
出

版
社
で
あ
る
。
し
か
し
同
社
は
、
出
版
不
況
が
深
刻
化
し

て
い
っ
た
２
０
０
０
年
代
を
通
じ
て
、
イ
ベ
ン
ト
の
企

画
・
制
作
・
運
営
の
事
業
規
模
を
急
速
に
拡
大
し
て
い
っ

た
。
雑
誌
販
売
の
10
倍
以
上
の
売
上
を
「RO

CK
 IN

 
JAPAN

 FESTIVAL

」
だ
け
で
獲
得
し
て
い
る
と
い
う

試
算
も
あ
る
（
2
）。

そ
れ
に
対
し
て
、
主
催
者
や
出
演
者
に
よ
る
宣
伝
か
ら
、

参
加
者
の
事
前
準
備
、
そ
し
て
事
後
の
交
流
に
い
た
る
ま

で
、
フ
ェ
ス
の
隆
盛
を
支
え
て
い
る
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
存
在
で
あ
る
。
今
で
は
会
場
内
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
映
え
す
る

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
も
不
可
欠
だ
。
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
フ
ェ

ス
の
成
長
は
足
並
み
を
揃
え
て
お
り
、
ネ
ッ
ト
が
フ
ェ
ス

体
験
を
拡
張
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
媒
介
さ
れ
た
日
常
的
な
つ
な
が
り

に
参
加
経
験
が
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら

一
時
的
に
切
断
さ
れ
た
、
瞬
間
的
な
共
同
性
や
解
放
性
が

感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
多
く
の
参
加
者
は
会
場
で
、

フ
ェ
ス
仲
間
た
ち
と
付
か
ず
離
れ
ず
、
ゆ
る
く
つ
な
が
っ

て
い
る
（
3
）。

こ
の
よ
う
に
、
人
び
と
は
決
し
て
音
楽
ソ
フ
ト
を
聴
取

す
る
代
わ
り
に
フ
ェ
ス
に
行
く
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ェ
ス

に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
や
ア
ニ
メ
聖
地
巡

礼
と
い
っ
た
現
象
も
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
文
化
産
業
が
依

然
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
反
面
、
ネ
ッ
ト

が
多
重
的
に
媒
介
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
参
加
者

の
多
様
な
関
わ
り
方
を
包
摂
し
て
く
れ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
多
方
面
で
社
会
化
し
て

い
く
な
か
で
、
広
告
都
市
と
し
て
の
固
有
性
を
失
っ
た
は

ず
の
渋
谷
は
、
今
な
お
特
別
な
街
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
２
０
０
２
年
の
日
韓
共
催
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ａ

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
契
機
と
し
て
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差

点
の
周
辺
は
、
若
者
た
ち
が
集
結
し
て
熱
狂
す
る
場
所
と

し
て
定
着
し
、
２
０
１
０
年
代
に
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
際
に

大
群
集
が
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
に
お
け
る

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
で
声
を

掛
け
合
っ
て
撮
影
を
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
写
真
や
動
画
を
公
開

す
る
こ
と
が
主
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
現
実
空
間
と
情

報
空
間
を
横
断
し
た
独
特
の
身
体
感
覚
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
。
社
会
学
者
の
南
後
由
和
は
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル

交
差
点
に
対
す
る
外
国
人
観
光
客
の
関
心
が
高
い
こ
と
な

ど
も
踏
ま
え
、
そ
の
特
権
性
が
再
び
強
化
し
て
い
る
現
況

を
、
渋
谷
の
「
再
舞
台
化
」
と
呼
ん
で
い
る
（
4
）。

現
実
か
ら
遊
離
す
る
拡
張
現
実

さ
て
、
Ａ
Ｒ
に
話
を
戻
そ
う
。
現
実
を
拡
張
す
る
と

い
っ
て
も
、
フ
ェ
ス
や
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
よ
う
な
祝
祭
的
な

イ
ベ
ン
ト
に
比
べ
る
と
、
Ａ
Ｒ
の
場
合
、
そ
れ
を
日
常
生

活
の
な
か
に
実
装
す
る
こ
と
に
価
値
が
置
か
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
２
０
１
６
年
が
「
Ａ
Ｒ
元
年
」
と
謳
わ
れ
た
。

「
ポ
ケ
モ
ン
G
O
」
が
世
界
各
国
で
社
会
現
象
に
な
っ
た

年
で
あ
る
。
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
ナ
イ
ア
ン

テ
ィ
ッ
ク
社
と
株
式
会
社
ポ
ケ
モ
ン
が
共
同
開
発
し
た
位

置
情
報
ゲ
ー
ム
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
の

カ
メ
ラ
を
か
ざ
す
こ
と
で
、
画
面
に
映
っ
た
風
景
の
な
か

に
ポ
ケ
モ
ン
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
リ
ー
ス
当
初
の
狂
騒
こ
そ
収
束
し
た
も
の
の
、「
ポ

ケ
モ
ン
G
O
」
は
い
ま
だ
に
根
強
い
人
気
を
誇
っ
て
お

り
、
２
０
１
９
年
の
末
に
は
渋
谷
で
、「SH

IBU
YA

『Pokém
on G

O

』
Ａ
Ｒ
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」（
5
）
が

開
催
さ
れ
た
。
ゲ
ー
ム
内
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
機
能
で

撮
影
し
た
ポ
ケ
モ
ン
の
画
像
をInstagram

も
し
く
は

Tw
itter

に
投
稿
す
る
も
の
で
、
渋
谷
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
ス

ク
エ
ア
、
渋
谷
フ
ク
ラ
ス
、
渋
谷
ス
ト
リ
ー
ム
、
渋
谷
ヒ

カ
リ
エ
、
渋
谷
マ
ー
ク
シ
テ
ィ
、
渋
谷
パ
ル
コ
、
ポ
ケ
モ

ン
セ
ン
タ
ー
シ
ブ
ヤ
の
い
ず
れ
か
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が

写
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
と
も
と
渋
谷
駅
周
辺
は
「
ポ
ケ
モ
ン
G
O
」
を
有

利
に
遊
べ
る
エ
リ
ア
と
し
て
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
あ
い
だ
で

は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
（
6
）。
な
ぜ
な
ら
渋
谷
に
は
、

ゲ
ー
ム
マ
ッ
プ
上
に
存
在
す
る
「
ポ
ケ
ス
ト
ッ
プ
」
と
い

う
施
設
が
密
集
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
こ
で
多
く
の
プ
レ

イ
ヤ
ー
が
、
ポ
ケ
モ
ン
が
大
量
発
生
す
る
「
ル
ア
ー
モ

ジ
ュ
ー
ル
」
と
い
う
ア
イ
テ
ム
を
使
用
し
て
お
り
、
そ
の

恩
恵
を
24
時
間
い
つ
で
も
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
渋
谷
の
固
有
性
で
は
な
く
、
モ
ノ
と
人
が
密
集
し
た

数
量
的
な
「
情
報
ア
ー
カ
イ
ブ
」
と
し
て
の
優
位
性
を
表

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

Ａ
Ｒ
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
「
ポ
ケ
モ
ン
G
O
」
に
と
っ
て
、

現
実
の
風
景
と
ポ
ケ
モ
ン
の
姿
が
重
な
り
合
う
こ
と
よ
り

も
重
要
な
の
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
か

ら
取
得
さ
れ
た
位
置
情
報
に

も
と
づ
い
て
、
現
実
世
界
を

反
映
し
た
デ
ジ
タ
ル
地
図
が

生
成
さ
れ
る
点
で
あ
る
。「
ポ

ケ
モ
ン
G
O
」
の
デ
ジ
タ
ル

地
図
は
、
２
０
０
５
年
に
リ

リ
ー
ス
さ
れ
た
「G

oogle

マ
ッ
プ
」
を
も
と
に
つ
く
ら

れ
て
お
り
、
自
然
の
高
低
差

や
人
工
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は

す
べ
て
捨
象
さ
れ
、
道
路
だ

け
が
強
調
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
「
ポ
ケ
モ
ン

G
O
」
の
デ
ジ
タ
ル
地
図
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
固

有
の
歴
史
や
文
化
な
ど
は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
な
か
に
映
し
出
さ
れ
た
世
界
に
没
入
す

る
こ
と
で
、
現
実
の
場
所
に
存
在
す
る
他
者
に
対
す
る
認

識
、
周
辺
環
境
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
す
る
理
解
が
希
薄

化
し
か
ね
な
い
。
そ
の
結
果
、
リ
リ
ー
ス
当
初
、
プ
レ
イ

ヤ
ー
に
対
す
る
マ
ナ
ー
遵
守
が
周
知
さ
れ
た
り
、
場
所
に

よ
っ
て
は
プ
レ
イ
自
体
が
禁
止
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
一

時
期
は
現
実
世
界
と
の
不
調
和
も
目
立
っ
た
（
7
）。
社
会

学
者
の
松
岡
慧
祐
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
ポ
ケ
モ
ン

G
O
」
は
、「
通
常
の
地
図
に
は
な
い
ゲ
ー
ム
性
に
よ
っ

て
身
体
移
動
が
誘
発
さ
れ
る
一
方
で
、
地
図
か
ら
『
意

味
』
が
剥
ぎ
と
ら
れ
、
世
界
を
解
読
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し

て
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
地
方
自
治
体
な
ど
が
こ
れ
を

観
光
振
興
に
活
用
す
る
取
り
組
み
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、

デ
ジ
タ
ル
地
図
か
ら
捨
象
さ
れ
た
場
所
性
を
か
ろ
う
じ
て

補
完
し
て
い
る
（
8
）。

█図：音楽市場における、音楽ソフトとライブの規模の推移

出典／日本レコード協会「音楽ソフト生産金額」、コンサートプロモーターズ協会「基礎調査報告書」をもとに作成

ハロウィン当日の渋谷スクランブル交差点（2018年）。
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プ
レ
イ
ヤ
ー
が
い
る
場
所
の
本
来
的
な
意
味
と
は
無
関

係
に
ゲ
ー
ム
が
成
立
し
て
い
る
点
は
、
冒
頭
で
挙
げ
た
事

例
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
在
の
Ａ
Ｒ
技
術
の

多
く
は
、
そ
れ
が
利
用
さ
れ
る
空
間
に
備
わ
っ
た
場
所
性

や
地
域
性
を
拡
張
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
情

報
を
上
書
き
す
る
か
た
ち
で
、
新
し
い
現
実
を
構
成
し
て

い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
Ａ
Ｒ
元
年                          

―
―
「
セ
カ
イ
カ
メ
ラ
」
と
「
Ａ
Ｒ
公
共
圏
」

し
か
し
過
去
を
振
り
返
れ
ば
、
Ａ
Ｒ
技
術
に
は
別
の
可

能
性
も
開
か
れ
て
い
た
。

と
い
う
の
も
約
10
年
前
、
２
０
０
９
年
も
日
本
で
は

「
Ａ
Ｒ
元
年
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
２
０
０
８
年
に
国
内

で
の
販
売
が
始
ま
っ
たiPhone

が
急
速
に
普
及
す
る
な

か
で
、「
セ
カ
イ
カ
メ
ラ
」
が
Ａ
Ｒ
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役

と
な
っ
た
。
頓
智
ド
ッ
ト
株
式
会
社
が
手
掛
け
た
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
向
け
ア
プ
リ
で
、
２
０
０
９
年
９
月
に
一
般
公

開
さ
れ
た
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
上
に
は
、
カ
メ
ラ

で
捉
え
た
現
実
の
風
景
に
、「
エ
ア

タ
グ
」
と
呼
ば
れ
る
付
加
情
報
が

重
ね
て
表
示
さ
れ
る
。
エ
ア
タ
グ

は
文
字
・
写
真
・
音
声
で
、
利
用

者
は
誰
で
も
閲
覧
で
き
、
自
由
に

投
稿
で
き
る
。
後
年
の
Ａ
Ｒ
技
術

に
比
べ
る
と
、
ユ
ー
ザ
ー
が
い
る

場
所
そ
の
も
の
を
楽
し
む
こ
と
に

こ
だ
わ
っ
た
ア
プ
リ
だ
っ
た
。
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
を
撮
影

以
外
の
用
途
、
す
な
わ
ち
Ａ
Ｒ
に

転
用
で
き
る
こ
と
を
提
示
し
た
点

で
も
先
駆
的
だ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
に
先
立
っ
て
２
０
０
９
年

６
月
に
は
、
セ
カ
イ
カ
メ
ラ
の
革
新
性
に
後
押
し
さ
れ
る

か
た
ち
で
、「
Ａ
Ｒ
空
間
の
公
共
圏
を
巡
る
啓
蒙
お
よ
び

研
究
、
実
証
実
験
な
ど
を
実
施
、
支
援
」（
9
）
す
る
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
推
進
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
、「AR 

Com
m

ons
」
と
い
う
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
も
設
立
さ
れ
た
。

そ
の
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト
で
、
頓
智
ド
ッ
ト
の
井
口
尊

仁
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
当
時
）
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

街
と
い
う
の
は
、
生
き
て
行
く
場
と
し
て
の
暖
か
い

ス
フ
ィ
ア
で
も
あ
り
ま
す
。
家
族
に
限
ら
ず
、
そ
の
界

隈
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
可
視
化
す
る
。
そ

う
い
っ
た
働
き
を
エ
ー
ア
ー
ル
は
可
能
に
し
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
エ
ー
ア
ー
ル
の
働
き
か
け
は
、
初
め
て
訪
れ

た
場
所
を
ま
る
で
普
段
住
ん
で
い
る
か
の
様
に
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
筈
で
す
。

そ
の
場
所
が
も
っ
て
い
る
機
能
や
便
利
不
便
利
、
気

候
や
風
土
、
息
づ
か
い
や
機
微
を
伝
え
て
く
れ
る
事
で
、

一い
ち

見げ
ん

さ
ん
で
は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
体
験
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

注＊
1	

１
９
０
４
～
２
０
０
５
年
。
小
説
家
。
東
京
の
町
々
を
舞
台
に
し
た
恋
愛
・

風
俗
小
説
を
多
く
書
く
一
方
、
後
年
は
『
親
鸞
』『
蓮
如
』
な
ど
の
宗
教
を

題
材
に
し
た
作
品
も
執
筆
し
た
。

＊
2	

１
９
２
６
～
２
０
０
７
年
。
パ
ル
コ
元
会
長
。
彼
が
採
用
し
た
「
す
れ
違
う
人

が
美
し
い
―
渋
谷
―
公
園
通
り
」
の
コ
ピ
ー
は
一
世
を
風
靡
し
た
。

＊
3 

状
況
劇
場
、
天
井
桟
敷
は
い
ず
れ
も
「
前
衛
」「
ア
ン
グ
ラ
」
と
呼
ば
れ
た

演
劇
集
団
。
69
年
の
乱
闘
事
件
は
、
寺
山
が
状
況
劇
場
の
興
行
初
日
に
葬
式

用
の
花
輪
を
送
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
唐
た
ち
の
〝
報
復
〟
と
し
て
お
こ
な

わ
れ
、
双
方
合
わ
せ
て
９
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。

＊
4 

１
９
２
７
～
２
０
１
３
年
。
セ
ゾ
ン
グ
ル
ー
プ
元
代
表
。
独
自
の
「
感
性
経

営
」
を
掲
げ
、
同
グ
ル
ー
プ
の
躍
進
の
先
頭
に
立
つ
。
辻
井
喬
の
筆
名
で
小

説
な
ど
の
著
作
も
多
数
。
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た
と
え
ば
、
僕
自
身
の
田
舎
、
近
所
に
前
方
後
円
墳

が
あ
っ
た
り
、
鎌
倉
期
の
古
仏
が
あ
っ
た
り
。
そ
う
い

う
こ
と
を
他
人
に
伝
え
よ
う
と
思
っ
て
も
な
か
な
か
難

し
い
の
で
す
が
エ
ー
ア
ー
ル
を
使
う
事
で
簡
単
に
伝
達

で
き
ま
す
。
エ
ー
ア
ー
ル
の
こ
う
い
っ
た
働
き
は
特
に

海
外
で
は
パ
ワ
フ
ル
だ
と
思
い
ま
す
。
通
貨
、
作
法
、

習
慣
、
食
事
、
社
会
的
ル
ー
ル
、
交
通
法
規
な
ど
あ
ら

ゆ
る
違
い
の
あ
る
海
外
で
は
エ
ー
ア
ー
ル
に
よ
る
情
報

の
強
化
は
、
と
て
も
役
に
立
ち
ま
す
。（
10
）

渋
谷
で
は
２
０
１
０
年
の
１
月
か
ら
２
月
に
か
け
て
、

セ
カ
イ
カ
メ
ラ
に
よ
る
「
渋
谷
で
恋
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ 

―
―
Ａ
Ｒ
恋
文
横
丁
」
と
い
う
バ
レ
ン
タ
イ
ン
向
け
の
イ

ベ
ン
ト
も
展
開
さ
れ
た
。
恋
文
横
丁
と
い
う
名
称
は
、
丹

羽
文
雄
［
＊
1
］
の
小
説
『
恋
文
』
に
由
来
し
、
１
９
５
３

年
に
映
画
化
も
さ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
戦
争
の
頃
、
東
京
近

郊
の
駐
留
ア
メ
リ
カ
人
兵
士
に
日
本
人
女
性
が
英
語
で
恋

文
を
書
く
の
を
手
伝
う
代
筆
業
者
が
、
現
在
、
渋
谷

１
０
９
が
建
っ
て
い
る
あ
た
り
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の

横
丁
は
１
９
６
５
年
に
焼
失
し
て
お
り
、
そ
れ
を
バ
レ
ン

タ
イ
ン
の
季
節
に
Ａ
Ｒ
で
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
で
あ
っ
た
。
イ
ベ
ン
ト
期
間
中
、
渋
谷
１
０
９
周
辺

に
は
ハ
ー
ト
型
の
エ
ア
タ
グ
が
特
別
に
用
意
さ
れ
、
ユ
ー

ザ
ー
が
恋
愛
成
就
を
祈
願
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
翌
年
以
降
、
セ
カ
イ
カ
メ
ラ
の
人
気
は
急
激

に
失
速
し
、
２
０
１
４
年
１
月
に
サ
ー
ビ
ス
を
終
了
し
た
。

セ
カ
イ
カ
メ
ラ
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ

は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
投
稿
し
た
エ
ア
タ
グ
が
増
殖
し
続
け
、

う
ま
く
整
理
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
誰
で
も
自
由
に

投
稿
で
き
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
整
理
や
管
理
の
あ
り
方
が

運
営
上
の
難
題
だ
っ
た
。
Ａ
Ｒ
の
公
共
圏
は
い
か
に
あ
る

べ
き
か
と
い
う
理
念
的
な
問
い
は
、
そ
れ
ゆ
え
実
践
的
な

課
題
で
も
あ
っ
た
。

セ
カ
イ
カ
メ
ラ
が
人
気
を
博
し
た
２
０
０
９
〜
10
年
は
、

Tw
itter

の
利
用
者
が
世
界
的
に
急
伸
し
て
い
た
時
期
で

あ
り
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
と
連
動
し
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
あ
るFoursquare

も
流
行
し
て
い
た
。Foursquare

は
、
自
分
が
そ
こ
に

い
た
こ
と
の
ロ
グ
を
残
し
、
コ
メ
ン
ト
も
投
稿
で
き
る
。

多
く
の
人
び
と
がTw

itter

と
連
携
し
て
利
用
し
て
い
た
。

た
く
さ
ん
の
場
所
に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
す
る
こ
と
で
、
得
点

や
バ
ッ
ジ
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ゲ
ー
ム
性
も

相
ま
っ
て
人
気
を
博
し
た
。

セ
カ
イ
カ
メ
ラ
もFoursquare

も
当
時
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
自
体
の
目
新
し
さ
も
手
伝
っ
て
、
私
た
ち
に
新
し

い
都
市
経
験
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
か
ら
約
10
年
の
あ
い

だ
に
、
Ａ
Ｒ
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
多
様
化
し
た
。

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
や
グ
ル
メ
な
ど
の
商
業
圏
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
個
人
の
趣
味
や
嗜
好
に
よ
っ
て
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ

れ
て
お
り
、
都
市
空
間
の
な
か
で
互
い
に
衝
突
す
る
こ
と

は
滅
多
に
な
い
。
Ａ
Ｒ
は
新
し
い
公
共
圏
を
指
向
す
る
も

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
親
密
的
な
人
間
関
係
の
範
囲
内

で
、
快
適
か
つ
無
難
に
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。

異
な
る
も
の
を
つ
な
ぐ
拡
張
現
実
は
可
能
か

と
こ
ろ
で
前
出
の
南
後
は
、
商
業
施
設
に
お
け
る
広
場

の
変
容
と
い
う
視
点
か
ら
、
渋
谷
パ
ル
コ
の
歴
史
を
再
検

証
し
て
い
る
（
11
）。
渋
谷
パ
ル
コ
の
最
上
階
に
は
西
武
劇

場
（
現
・
P
A
R
C
O
劇
場
）
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
パ
ル
コ

を
率
い
た
増
田
通
二
［
＊
2
］
が
、
劇
場
を
や
れ
ば
必
ず
成

功
す
る
と
い
う
確
信
を
抱
い
た
の
は
、
１
９
６
９
年
12
月

に
唐
十
郎
が
率
い
る
状
況
劇
場
と
寺
山
修
司
が
率
い
る
天

井
桟
敷
［
＊
3
］
が
、
渋
谷
で
起
こ
し
た
乱
闘
事
件
が
契
機

だ
っ
た
と
い
う
。
都
市
の
な
か
で
ハ
プ
ニ
ン
グ
的
に
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
た
、
反
体
制
的
な
前
衛
演
劇
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
に
触
発
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
パ
ル
コ
（
P
A
R
C
O
）」
と
は
、
イ
タ
リ

ア
語
で
「
広
場
」
や
「
公
園
」
を
意
味
す
る
。
南
後
に
よ

れ
ば
、
増
田
が
目
指
し
た
広
場
と
は
、「
国
家
や
行
政
の

公
領
域
に
お
さ
ま
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
民
間
の
利
己

主
義
的
な
私
領
域
に
お
さ
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ら

が
交
わ
る
共
領
域
で
あ
る
「
コ
モ
ン
」
の
発
想
を
先
取
り

す
る
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、
パ
ル
コ
を
含
む
セ

ゾ
ン
グ
ル
ー
プ
を
率
い
た
堤
清
二
（
辻
井
喬
）［
＊
4
］
も
、

市
場
経
済
に
も
と
づ
く
自
由
主
義
社
会
が
も
た
ら
す
幸
福

の
あ
り
方
に
懐
疑
的
で
、
消
費
社
会
の
進
行
に
と
も
な
っ

て
、
異
質
な
他
者
に
開
か
れ
た
中
間
的
な
共
同
体
が
消
滅

す
る
こ
と
を
憂
い
て
い
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
１
９
７
０
年
代
は
『anan

』

や
『non- no

』
な
ど
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
、『
ぴ
あ
』
な

ど
の
情
報
誌
が
相
次
い
で
創
刊
さ
れ
、
若
者
の
趣
味
や
嗜

好
が
小
集
団
に
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
も

あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
う
し
た
時
流
に
乗
っ
て
成
長

を
遂
げ
た
パ
ル
コ
自
体
、
消
費
社
会
を
象
徴
す
る
存
在
と

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
今
か
ら
約
10
年
前
、
セ
カ
イ
カ
メ

ラ
が
牽
引
し
て
い
た
「
Ａ
Ｒ
公
共
圏
」
と
い
う
展
望
は
、

初
期
の
渋
谷
パ
ル
コ
が
追
求
し
て
い
た
「
コ
モ
ン
」
の
発

想
と
重
な
っ
て
見
え
る
。
パ
ル
コ
が
60
年
代
の
都
市
に
お

け
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
に
触
発
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
初
期
の

Ａ
Ｒ
技
術
も
ま
た
、
モ
バ
イ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た

新
し
い
都
市
経
験
の
台
頭
を
視
野
に
収
め
、
そ
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
そ
っ
く
り
取
り
入
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。

フ
ェ
ス
や
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
が
参
加
者
の
多
様
な
関
わ
り
方

を
許
容
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｒ
を
介
し
て
異
質
な
他

者
が
出
会
っ
た
り
、
異
な
る
見
方
が
ぶ
つ
か
っ
た
り
す
る

こ
と
で
、
価
値
あ
る
反
応
が
生
ま
れ
る
契
機
に
な
る
は
ず

だ
が
、
そ
の
実
現
の
兆
し
は
ま
だ
見
え
な
い
。
し
か
し
、

以
上
の
よ
う
な
歴
史
認
識
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
か

ら
の
Ａ
Ｒ
の
可
能
性
を
、
よ
り
拡
張
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
異
質
な
も
の
と
の
出
会
い
は
、
い
つ

だ
っ
て
ハ
プ
ニ
ン
グ
か
ら
始
ま
る
の
だ
か
ら
。

セカイカメラによるキャンペーン「渋谷で恋するメッセージ
――AR恋文横丁」（2010年）のデモ画面。バレンタイン
の季節に合わせて用意されたハート型の「エアタグ」（上）
を開くと、ユーザーが書き込んだメッセージなどが画面上
に現れる（下）。写真提供／早川大地
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近
代
以
前
の
日
本
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
一
行
一
字
の
縦
書
き
」
表
記

日
本
語
を
使
う
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
文
字
を
縦
書
き

に
も
横
書
き
に
も
で
き
る
こ
と
は
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ

と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
縦
書
き
す
る
英
語
な
ど
と
い

う
も
の
が
な
い
（
縦
長
の
看
板
な
ど
に
見
ら
れ
る
一
見
縦
書
き

の
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
、
一
行
一
字
の
横
書
き
で
あ
る
）
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
世
界
的
に
は
こ
う
し
た
自
由

の
き
く
言
語
は
き
わ
め
て
稀
な
の
で
あ
る
。

実
は
日
本
語
が
縦
書
き
・
横
書
き
両
用
に
な
っ
た
の
も
、

わ
ず
か
こ
こ
百
数
十
年
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
語
は

古
来
縦
書
き
専
用
だ
っ
た
の
だ
が
、
左
か
ら
書
い
て
い
く

横
書
き
（
以
下
、「
左
横
書
き
」
と
よ
ぶ
）
を
使
う
欧
米
の
言

語
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
横
書
き
と
い
う
新
し
い
様
式

を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
日
本
語
同
様
に
現
在
縦
書
き
・

横
書
き
ど
ち
ら
も
で
き
る
中
国
語
や
朝
鮮
語
も
、
も
と
も
と
は

縦
書
き
専
用
で
、
近
代
の
日
本
語
の
事
例
に
触
発
さ
れ
て
横
書

き
が
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
）。

こ
う
い
う
と
、「
い
や
右
か
ら
書
い
て
ゆ
く
横
書
き
な

ら
昔
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
」
と
思
う
人
も
多
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
欄ら

ん

間ま

の
扁へ

ん

額が
く

な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
図
１

の
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。
図
１
は
江
戸
時
代
初
期
の
禅

僧
沢た

く

庵あ
ん

の
筆
に
な
る
も
の
で
、
右
か
ら
「
無む

一い
ち

物も
つ

」
と
書

か
れ
て
い
る
。
実
は
こ
れ
は
横
書
き
で
は
な
く
、
一
行
一

字
の
縦
書
き
な
の
で
あ
る
。
紙
の
幅
い
っ
ぱ
い
に
大
き
な

文
字
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
縦
書
き
の
一
行
に
一
字
し

か
入
ら
ず
、
左
へ
進
む
の
は
行
が
移
っ
て
ゆ
く
か
ら
な
の

で
あ
る
。
字
が
小
さ
く
書
か
れ
て
、
縦
方
向
に
も
二
字
以

上
文
字
を
入
れ
る
余
裕
が
あ
れ
ば
縦
書
き
さ
れ
る
こ
と
は
、

図
１
の
左
端
の
署
名
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
が
、
横
書
き
で
は
な
く
、
確
か
に
「
一
行

一
字
」
の
縦
書
き
で
あ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
点
か
ら
も

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
１
の
よ
う
な
く
ず
し
字
は
、
当

時
つ
づ
け
書
き
（「
連
綿
」
と
い
う
）
さ
れ
る
の
が
普
通

だ
っ
た
が
、
連
綿
は
行
の
内
部
で
だ
け
起
き
、
行
を
こ
え

て
前
の
行
末
と
次
の
行
頭
が
連
綿
す
る
こ
と
は
な
い
。
図

１
が
く
ず
し
字
で
あ
り
な
が
ら
連
綿
し
て
い
な
い
の
は
、

隣
り
合
う
文
字
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
行
に
属
し
て
い
る
か
ら

な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
々
」
の
よ
う
な
繰
り
返
し
記
号

は
、
江
戸
時
代
に
は
行
の
頭
に
は
置
い
て
は
い
け
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
た
（
い
わ
ゆ
る
「
行
頭
禁
則
」
で
あ
る
）。
図

１
の
よ
う
に
水
平
方
向
に
一
字
ず
つ
並
ん
で
い
る
書
で
は
、

同
じ
文
字
が
続
く
場
合
も
同
じ
字
が
繰
り
返
し
て
書
か
れ
、

決
し
て
「
々
」
は
も
ち
い
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
も
そ

れ
ぞ
れ
の
字
が
別
の
行
の
先
頭
だ
か
ら
で
あ
る
。

特
殊
な
例
で
は
あ
る
が
、
文
字
を
連
ね
て
絵
を
描
い
て

ゆ
く
「
文
字
絵
」（
図
2
『
法ほ

華け

経き
よ
う

宝ほ
う

塔と
う

曼ま
ん

荼だ

羅ら

図ず

』）
で
も
、
当

時
は
水
平
方
向
を
描
く
の
に
横
倒
し
に
な
っ
た
縦
書
き
を

も
ち
い
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
だ
横
書
き
が
な
か
っ
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

図１：禅僧沢庵の筆
禅僧である沢庵宗彭（たくあんそうほう）筆による横長扁額。「無一物（むいちもつ）」と
右から横書きで書かれているように見えるが、実は一行一字の縦書きである。

図2：『法
ほ

華
け

経
きよう

宝
ほう

塔
とう

曼
まん

荼
だ

羅
ら

図
ず

』
法華経の経文で塔を描いているが、縦の線は縦書きで書かれ、横の線は90度文字を倒
して縦書きされている。所蔵／長栄山妙法寺（堺市博物館）

漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
・
ひ
ら
が
な
と
い
っ
た
独
自
の
書
字
文
化
を
も
つ
日
本
。

本
来
、
日
本
語
は「
縦
書
き
」に
適
し
た
も
の
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
き
た
が
、

江
戸
後
期
に
は「
横
書
き
」と
い
う
ま
っ
た
く
異
質
な
書
字
文
化
に
遭
遇
す
る
。

現
在
の「
左
横
書
き
」が
主
流
の
時
代
と
な
る
ま
で
に
、
反
発
と
模
倣
、

さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
事
実
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
遭
遇
史
は
、
異
質
な
も
の
と
の
出
会
い
を
新
た
な
創
造
に
つ
な
げ
る

文
化
的
プ
ロ
セ
ス
の
良
き
見
本
と
し
て
、
現
代
に
も
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鬼
っ
子「
右
横
書
き
」と
そ
の
時
代

―
―
縦
書
き
専
用
だ
っ
た
日
本
語
が
縦
書
き
・
横
書
き
両
用
と
な
る
ま
で 屋

名
池
誠

Yanaike M
ako

to

や
な
い
け
・
ま
こ
と

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
。
１
９
５
７
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
１
９
８
５

年
、
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
中
退
。
昭
和
女
子
大
学
専
任
講
師
、
大
阪

女
子
大
学
専
任
講
師
、
東
京
女
子
大
学
助
教
授
、
同
教
授
を
経
て
現
職
。 

専
門
は
日
本
語
学
。 

お
も
な
著
書
に
『
横
書
き
登
場
―
―
日
本
語
表
記
の

近
代
』（
岩
波
新
書
）、
共
著
に
『
上
方
こ
と
ば
の
今
昔
』（
和
泉
書
院
）
な

ど
が
あ
る
。

文
字
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な　
　
　

文
字
配
列
方
向（
書
字
方
向
）

縦
書
き
、
横
書
き
の
よ
う
に
、
文
字
を
並
べ
／
読
ん
で

ゆ
く
方
向
を
「
文
字
配
列
方
向
（
書
字
方
向
）」
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
の
言
語
は
、
口
や
喉
を
使
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ

る
音
声
を
も
ち
い
て
い
る
が
、
こ
の
音
声
器
官
は
ラ
ッ
パ

（
金
管
楽
器
）
の
よ
う
な
し
く
み
で
音
を
出
す
た
め
、
複
数

の
音
を
同
時
に
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
言
語
は
音
が
時

間
の
順
に
一
列
に
並
ぶ
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
え

な
い
。

し
か
し
、
言
語
は
こ
の
制
約
を
逆
手
に
と
っ
て
、
こ
の

「
順
序
」
の
効
果
を
最
大
限
利
用
し
て
い
る
。
a
k
i 

と 

k
a
i 

と 

i
k
a 

は
み
な
同
じ
音
の
組
み
合
わ
せ
で
で

き
て
い
る
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
を
表
し
て
い
る
し
、

文
の
順
を
逆
に
し
て
も
「
大
洪
水
が
お
き
た
。
ダ
ム
が
決

壊
し
た
」
と
「
ダ
ム
が
決
壊
し
た
。
大
洪
水
が
お
き
た
」

で
は
、
因
果
関
係
が
ま
っ
た
く
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
音

声
言
語
の
場
合
は
、
聞
こ
え
て
く
る
音
の
順
が
そ
の
ま
ま

の
順
序
に
な
る
の
で
、
聞
き
取
っ
て
さ
え
い
け
ば
そ
れ
で

言
語
と
し
て
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
文
字
を
読
む
場
合
は
、

す
で
に
書
か
れ
て
平
面
上
に
あ
る
文
字
を
目
に
す
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
す
ぐ
れ
た
視
覚
は
書
か
れ
た
文
字
を
一
遍

に
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
言
語
と
し
て

理
解
で
き
な
い
。
読
む
人
が
一
定
の
順
序
で
文
字
を
ス

キ
ャ
ニ
ン
グ
し
、
順
次
読
み
取
っ
て
ゆ
く
と
い
う
積
極
的

な
行
為
に
よ
り
時
間
の
流
れ
を
つ
く
り
出
し
て
初
め
て
、

言
語
の
順
序
性
が
復
元
さ
れ
、
理
解
が
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
。
そ
の
読
み
取
り
の
順
序
を
伝
え
る
方
法
の
な
か
で

一
番
簡
便
な
の
が
、
文
字
を
あ
ら
か
じ
め
一
列
に
並
べ
て

お
い
て
、
読
み
取
り
の
起
点
と
そ
こ
か
ら
の
進
行
方
向
と

を
社
会
的
に
約
束
し
て
お
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
文
字
配
列
方
向
（
書
字
方
向
）」
と
い
う
規
則
で
あ
る
。

文
字
・
表
記
に
と
っ
て
最
重
要
の
規
則
だ
か
ら
、
こ
れ
を

安
易
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
界
の
言
語
が
ひ

と
つ
の
方
向
に
固
執
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
な
の
で
あ

る
。

 

縦
書
き
専
用
だ
っ
た
日
本
語
が
、
縦
・
横
両
用
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
稀
有
な
こ
と
な
の
か
、
お
わ

か
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
。

西
欧
語
と
の
出
会
い
に
よ
る　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ま
ざ
ま
な
試
み
と
葛
藤

日
本
語
が
横
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
日
本

語
自
身
の
自
律
的
で
自
然
な
変
化
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
近
世
末
期
か
ら
の
、
左
横
書
き
す
る
西
欧

語
と
の
出
会
い
と
い
う
、
言
語
外
の
要
因
に
よ
っ
て
生
じ

た
変
化
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

西
欧
の
文
化
・
学
問
・
技
術
な
ど
が
学
ぶ
に
値
し
な
い

も
の
な
ら
、
こ
の
出
会
い
も
出
会
い
だ
け
で
終
わ
っ
た
だ

ろ
う
が
、
産
業
革
命
後
の
科
学
・
技
術
や
国
民
国
家
と
い

う
国
制
、
市
民
革
命
を
経
て
の
合
理
思
想
な
ど
は
当
時
の

日
本
に
と
っ
て
大
い
に
学
ぶ
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
ま

ず
、
そ
れ
ら
の
勉
学
の
基
礎
と
な
る
外
国
語
学
習
の
場
で
、

左
横
書
き
す
る
外
国
語
と
縦
書
き
す
る
日
本
語
を
ど
う
共

存
さ
せ
れ
ば
よ
い
か
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

外
国
語
よ
り
、
日
本
語
の
訳
語
や
説
明
の
方
が
多
く
を

占
め
る
単
語
集
の
よ
う
な
も
の
で
は
、
縦
書
き
の
日
本
語

に
合
わ
せ
る
た
め
左
横
書
き
の
外
国
語
を
右
へ
90
度
横
転

さ
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
が
（
29
頁
図
3 

『
改
正
増
補 

蛮
語
箋
』 

１
８
５
７
年
刊
）、
本
格
的
な
対
訳
辞
書
で
は
外
国
語
は
見
出

し
の
み
な
ら
ず
例
文
な
ど
に
も
多
く
も
ち
い
ら
れ
る
の
で
、

む
し
ろ
外
国
語
の
方
を
主
体
と
し
て
あ
つ
か
う
必
要
が
あ

る
。
訳
語
の
日
本
語
は
、
狭
い
欄
に
小
さ
な
字
で
押
し
込

ん
だ
り
（
29
頁
図
4
『
波は

留る

麻ま

和わ

解げ

』
写
本 

１
７
９
６
年
成
立
）、
左
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へ
90
度
横
転
さ
せ
て
外
国
語
の
方
向
に
合
わ
せ
た
り
（
図

5 
『
ズ
ー
フ
・
ハ
ル
マ
』
写
本
（『
道
訳
法
児
馬
』）
１
８
３
３
年
完
成
）、

さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
従
来
の
縦

書
き
を
保
っ
た
ま
ま
で
の
工
夫
で
あ
り
、
西
欧
語
に
そ
ろ

え
て
日
本
語
を
左
横
書
き
で
書
い
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な

か
な
か
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
。
ま
っ
た
く
新
し
い
文
字
配

列
方
向
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
抵
抗
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

洋
学
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
さ
さ
や
か
に
使
用

さ
れ
る
時
期
を
経
て
、
一
般
向
け
の
書
物
に
左
横
書
き
の

日
本
語
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
か
な
り
遅
れ
て
明

治
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
図
6
『
浅
解
英
和
辞
林
』

１
８
７
１
年
刊
）。
こ
こ
で
生
ま
れ
た
日
本
語
の
横
書
き
は
、

西
欧
語
そ
の
ま
ま
の
、
見
出
し
の
よ
う
な
短
い
も
の
も
本

文
の
よ
う
な
長
大
な
も
の
も
す
べ
て
左
横
書
き
で
書
く
と

い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
ま
だ
こ
う
し
た
本
格
的
な
左
横
書

き
は
、
当
時
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
場
で
、
す
な
わ
ち
、
人

で
い
え
ば
、
洋
風
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
少
数

の
エ
リ
ー
ト
集
団
、
用
途
で
い
え
ば
、
左
横
書
き
さ
れ
る

西
欧
起
源
の
文
字
や
記
号
（
数
式
や
楽
譜
な
ど
）
と
と
も
に

も
ち
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
使
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
在

来
の
日
本
語
の
縦
書
き
は
行
移
り
の
方
向
も
右
か
ら
左
へ

だ
か
ら
、
左
横
書
き
の
「
左
か
ら
」
と
い
う
方
向
性
と
は

何
の
接
点
も
な
い
。
日
本
語
の
側
に
、
何
の
素
地
も
な
く
、

受
け
入
れ
る
必
然
性
も
な
い
、
ま
っ
た
く
異
な
る
あ
り
か

た
が
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
は

当
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

庶
民
の
好
奇
心
が
生
ん
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
欧
語
に
は
な
い「
右
横
書
き
」

し
か
し
、
日
本
語
の
横
書
き
は
、
西
欧
の
左
横
書
き
に

出
会
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
取
り
入
れ
る
と
い

う
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
な
道
筋
ば
か
り
を
た
ど
っ
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
。

最
近
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
く
な
っ
た
が
、
日
本
語

に
は
左
横
書
き
だ
け
で
な
く
、
右
か
ら
左
へ
進
む
横
書
き

（
以
下
、「
右
横
書
き
」
と
よ
ぶ
）
も
あ
っ
た
。
西
欧
語
に
は

右
横
書
き
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
そ
こ
か
ら
取
り
入
れ
た

も
の
で
は
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
縦
書
き
専
用
時
代
の
日
本

語
に
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
（
先
に
述
べ
た
日
本
に
古
く

か
ら
あ
る
一
行
一
字
の
縦
書
き
と
異
な
り
、
右
横
書
き
は
二
行

以
上
に
な
っ
て
も
横
に
書
か
れ
て
ゆ
く
）。
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ヘ

ブ
ラ
イ
語
は
右
横
書
き
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
語
は
も

ち
ろ
ん
当
時
の
日
本
語
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
日
本
語
の
右
横
書
き
も
、
左

横
書
き
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
、
同
じ
よ
う
に
西
欧
語
の
横
書

き
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
西
欧

語
の
左
横
書
き
と
日
本
語
の
縦
書
き
と
の
接
触
は
、
西
欧

語
に
な
ら
っ
た
左
横
書
き
を
生
み
出
し
た
ば
か
り
か
、
左

横
書
き
・
縦
書
き
ど
ち
ら
と
も
似
つ
か
な
い
第
3
の
タ
イ

プ
、
右
横
書
き
を
も
生
み
出
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
い
わ
ば
「
鬼
っ
子
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
言

語
外
の
要
因
と
言
語
側
の
要
因
が
複
合
し
て
働
い
た
か
ら

で
あ
る
。
外
部
の
要
因
と
い
う
の
は
、
鎖
国
時
代
の
庶
民

が
抱
い
た
異
国
の
文
化
へ
の
好
奇
心
で
あ
る
。
そ
う
し
た

庶
民
の
好
奇
心
に
こ
た
え
る
か
た
ち
で
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ

ズ
ム
が
流
行
と
な
り
、
浮
世
絵
の
世
界
な
ど
で
は
、
そ
の

意
匠
と
し
て
、
遠
近
法
を
も
ち
い
た
描
写
な
ど
と
並
ん
で
、

絵
の
な
か
に
横
文
字
を
ま
ね
て
記
す
こ
と
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
お
わ
り
に
は
、
外
国
で
は
文
字
を
横
に
書

く
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
庶
民
に
至
る
ま
で
広
く
知

ら
れ
て
い
た
し
、
す
で
に
「
横
文
字
」
と
い
う
こ
と
ば
も

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
来
連
綿
し
な
い
は
ず
の
一

行
一
字
の
縦
書
き
を
連
綿
さ
せ
て
西
欧
語
の
筆
記
体
を
ま

ね
し
て
み
た
り
、
縦
書
き
を
横
転
さ
せ
て
横
書
き
の
よ
う

に
見
せ
か
け
た
り
（
30
頁
図
7 

葛
飾
北
斎
『
た
か
は
し
の
ふ
じ
』 

１
８
０
４
～
11
年
頃
）、
い
ろ
い
ろ
新
奇
な
試
み
が
行
わ
れ
る

な
か
で
、
開
国
を
機
に
始
ま
っ
た
再
度
の
異
国
趣
味
流
行

の
時
期
に
、
日
本
語
の
文
字
を
横
に
並
べ
る
こ
と
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
30
頁
図
8 

歌
川
貞
秀
『
亜あ

墨め

利り

迦か

洲し
う

迦か

爾る

波ほ

尓る

尼に

亜あ

港み
な
と

出し
ゆ
つ

帆ぱ
ん

之の

図づ

』
１
８
６
２
年
）。

し
か
し
、
当
時
の
一
般
の
庶
民
は
、
本
格
的
に
西
欧
語

を
学
ぶ
機
会
は
な
か
っ
た
か
ら
、
西
欧
語
の
横
書
き
が
左

か
ら
書
か
れ
る
も
の
と
は
知
る
よ
し
も
な
い
。
そ
こ
で
、

よ
く
見
知
っ
て
い
て
、
横
書
き
と
見
か
け
が
似
て
い
る
、

古
く
か
ら
の
一
行
一
字
の
縦
書
き
に
な
ら
っ
て
右
か
ら
左

へ
文
字
を
並
べ
、
右
横
書
き
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
な
ら
、
初
め
て
見
る
人
も
容
易
に
読
む
こ
と
が
で
き

る
。
右
横
書
き
を
生
み
出
し
た
ふ
た
つ
の
要
因
の
う
ち
、

日
本
語
側
の
要
因
と
い
う
の
は
、
当
時
広
く
普
及
し
て
い

た
、
こ
の
一
行
一
字
の
縦
書
き
と
い
う
も
の
の
存
在
な
の

で
あ
る
。

「
縦
書
き
」「
右
横
書
き
」
併
用
か
ら　
　
　
　
　

さ
ら
に「
左
横
書
き
」も
受
け
入
れ
現
代
へ

た
だ
、
こ
う
し
た
新
し
い
も
の
好
き
の
流
行
な
ど
は
長

続
き
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
改
め
て
こ
の
右
横

書
き
が
広
く
定
着
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
明
治
の
新
時
代

に
な
り
、
時
の
政
府
が
通
貨
や
交
通
・
通
信
な
ど
近
代
国

家
の
骨
格
と
な
る
制
度
を
欧
米
に
な
ら
っ
て
導
入
し
た
際
、

そ
の
ハ
ー
ド
面
も
ソ
フ
ト
面
も
丸
の
ま
ま
継
受
し
た
こ
と

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
貨
幣
（
30
頁
図
9 

新
貨
条
例
に
よ

る
二
十
円
金
貨 

１
８
７
１
年
）、
鉄
道
切
符
（
30
頁
図
10 

最
初
期
の
乗

車
券 

１
８
７
１
年
）、
郵
便
切
手
（
30
頁
図
11 

皇
米
郵
便
交
換
条
約
に

基
づ
く
外
国
郵
便
用
切
手 

１
８
７
５
年
）
な
ど
は
、
製
造
方
法
や

大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
横
書
き
の
書
式
ま
で
西
欧
式
そ
の

ま
ま
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら

の
制
度
は
国
民
み
な
が
利
用
す
る
も
の
だ
か
ら
、
エ
リ
ー

図3：『改正増補 蛮語箋』 
安政4（1857）年刊

（大阪府立大学図書館『日本蘭学英学資料』コレクションより抜粋）
江戸後期から幕末にかけて刊行された意義分類体の日本語・西洋
語対訳単語集。基本となる日本語にオランダ語を対訳させている
が、横書きのオランダ語を90度倒し縦にして、読み仮名を縦書き
に配している。

図4：江戸時代の蘭和辞典
『波

は

留
る

麻
ま

和
わ

解
げ

』
写本　寛政8（1796）年成立
日本最初の本格的な蘭和辞典。左側のオランダ語に対し、
右側の日本語の訳語は、左へ行移りする縦書きのまま小さ
な文字で詰め込まれている。
所蔵／東京大学総合図書館

図6：最初に公刊された左横書き『浅解英和辞林』
明治4（1871）年刊
左横書きで最初に出版された語学書だが、内容的には
ヘボン式ローマ字で名高いヘボン編の和英辞典『和英
語林集成』などの焼き直しのようなものだった。序言を
書いた内田晋斎は、当時文部省編纂寮の役人だった。
所蔵／国立国会図書館

図5：江戸時代の蘭和辞典『ズーフ・ハルマ』
写本（『道訳法児馬』）　天保4（1833）年完成
図4の『波留麻和解』と並ぶ、江戸時代蘭和辞
典の二大系統の祖となる辞書。欧語との共存を
はかり登場した新しい書字方向「横転縦書き」で
書かれている。
所蔵／静嘉堂文庫
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図7： 葛飾北斎『たかはしのふじ』 
文化前期（1804～11）頃
銅版画風のタッチと極端な遠近法で洋風をアピールした
作品には、絵の題と署名「ほくさゐゑかく（北斎描く）」
の縦書きを横転させ、欧字の筆記体をまねてつづけ書き
をしている。所蔵／房総浮世絵美術館

図8： 歌川貞秀『亜
あ

墨
め

利
り

迦
か

洲
しう

迦
か

爾
る

波
ほ

尓
る

尼
に

亜
あ

港
みなと

出
しゆつ

帆
ぱん

之
の

図
づ

』
文久2（1862）年
開国による異国趣味の影響が顕著に見られる横浜浮世絵。
題名が右横書きで２行で記されている。
所蔵／神奈川県立歴史博物館

ト
し
か
読
め
な
い
左
横
書
き
で
は
困
る
。
み
な
が
読
め
る

方
向
と
し
て
参
照
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
一
行
一
字
の
縦

書
き
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
に
も
右
横
書
き
が
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
内
部
要

因
と
新
た
な
外
部
要
因
の
双
方
が
働
い
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
右
横
書
き
は
、
左
横
書
き
と
は
異
な
り
、

ほ
と
ん
ど
抵
抗
な
く
、
広
く
各
層
に
急
速
に
普
及
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
も
、
日
本
語
の
側
の
内

部
事
情
で
あ
っ
た
。
従
来
か
ら
の
縦
書
き
は
横
長
の
ス

ペ
ー
ス
で
使
う
に
は
不
向
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
用
途
に

向
く
文
字
配
列
方
向
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
右

横
書
き
は
ち
ょ
う
ど
う
ま
く
そ
こ
に
は
ま
り
、
縦
書
き
を

補
完
し
、
縦
書
き
と
と
も
に
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
な
す

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
右
横
書
き

は
、
左
横
書
き
の
よ
う
に
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
用
途
に

も
ち
い
ら
れ
る
自
立
し
た
横
書
き
で
は
な
く
、
縦
書
き
と

共
存
し
て
、
縦
書
き
の
苦
手
と
す
る
横
長
見
出
し
や
図
版

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
を
分
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
性

格
は
右
横
書
き
が
衰
退
す
る
ま
で
と
う
と
う
変
わ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
縦
書
き
が
存
在
し
な
い
西
欧
語

の
横
書
き
に
は
当
然
こ
う
し
た
役
割
は
な
か
っ
た
の
だ
か

図9：日本の近代貨幣の第一号、二十円金貨
明治4（1871）年に発行されたが、西欧式にならい
横書きで額面・国名・発行年の表示がされている。

図11：皇米郵便交換条約に
基づく外国郵便用切手
近代郵便は明治４（1871）年に
創業されたが、当時は金額が縦
書きで入っているだけのもの
だった。横書きになったのは、
明治7（1874）年公布の「皇米
郵便交換条約」実施の翌年、
十二銭・十五銭・四十五銭の外
国郵便切手からだった。

図10：日本の鉄道創業時の一等片道乗車券
鉄道創業に向けイギリスの援助や指導を多く受
けていたため、明治4（1871）年の最初期の乗車
券には、表面に日本語と英語、裏面は英仏独の
３か国語が横書きで表示されている。
所蔵／天理大学附属天理参考館

図12： 『大阪朝日新聞』 1925年9月2日
大正末期から昭和初期、1920年代には、新
聞記事にも「左横書き専用スタイル」が進出。
見出しだけでなく記事も横書きだが、同じペー
ジで他の記事は「縦書き（右横書き併用）ス
タイル」で書かれていた。天気予報やラジオ
欄などが左横書きになり、ジャンルによってス
タイルを使い分けていたようだ。

図13： 『神戸新聞』1928年1月1日朝刊
神戸新聞では、1928年1月から29年2月ま
で、見出しやキャプションを左横書きにし、
本文を縦書きにした「縦書き（左横書き併用）
スタイル」（ただし、欄外の題号や発行日な
どは右横書きのまま）を採用している。この
ような折衷スタイルを全面的に採用する新聞
記事は、この時期ではまだ稀だった。

ら
、
縦
書
き
を
補
完
す
る
こ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
は
、
日

本
語
の
右
横
書
き
が
初
め
て
そ
の
道
を
拓
い
た
も
の
と
い

え
る
。

一
方
、
左
横
書
き
の
方
は
と
い
う
と
、
そ
の
後
も
西
欧

的
知
識
の
有
用
性
は
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
大

正
時
代
以
後
、
教
育
の
充
実
・
普
及
に
伴
っ
て
、
使
用
者

の
面
で
も
、
左
横
書
き
に
触
れ
る
機
会
を
も
つ
国
民
が
増

え
、
用
途
の
面
で
も
、
左
か
ら
書
か
れ
る
文
字
や
記
号
と

併
用
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
ず
、
科
学
・
技
術
や
欧
米
文

化
に
結
び
つ
く
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
用
途
に
は
広
く
も
ち
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
（
図
12
『
大
阪
朝
日
新
聞
』  

１
９
２
5
年
9
月
2
日
）。
こ
う
し
た
外
部
事
情
の
変
化
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
地
味
な
存
在
で
あ
っ
た
左
横
書
き
専
用
と

い
う
方
式
も
、
い
つ
の
ま
に
か
縦
書
き
・
右
横
書
き
併
用

と
い
う
主
流
の
方
式
に
十
分
拮
抗
で
き
る
勢
力
に
育
っ
て

き
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
ふ
た
つ
の
方
式
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

用
途
を
分
担
し
て
い
た
か
ら
、
当
時
は
同
じ
新
聞
の
同
じ

紙
面
で
、
左
横
書
き
と
右
横
書
き
と
い
う
、
方
向
が
ま
っ

た
く
逆
の
横
書
き
が
併
存
し
て
い
て
も
違
和
感
な
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
に
入
る
頃
か
ら
、
次
第
に
、
同
じ
紙
面

に
同
じ
横
書
き
で
向
き
が
逆
の
も
の
が
併
存
す
る
の
は
不

自
然
と
と
ら
え
る
傾
向
も
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
縦

書
き
を
補
完
す
る
見
出
し
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
で
も
左

横
書
き
を
も
ち
い
る
も
の
（
図
13 

『
神
戸
新
聞
』
１
９
２
８
年
1
月

1
日
朝
刊
）
と
、
従
来
か
ら
の
右
横
書
き
を
も
ち
い
る
も
の

と
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
戦
前
の

左
横
書
き
・
右
横
書
き
入
り
乱
れ
て
の
混
乱
や
、
戦
時
中

に
は
、
右
横
書
き
を
一
行
一
字
の
縦
書
き
と
混
同
し
て
日

本
伝
統
の
方
式
と
と
ら
え
た
国
粋
主
義
者
が
、
欧
米
イ

メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
た
左
横
書
き
排
除
に
動
く
な
ど
の
紆

余
曲
折
を
経
て
、
現
在
で
は
左
横
書
き
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。

現
在
の
日
本
語
の
左
横
書
き
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、

縦
書
き
の
文
章
と
も
一
緒
に
使
え
、
レ
イ
ア
ウ
ト
、
デ
ザ

イ
ン
上
の
自
由
度
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
う
点
で
、
左

横
書
き
だ
け
で
使
う
西
欧
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
も

の
に
な
っ
て
い
る
。

異
質
な
も
の
の
出
会
い
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
出
た

「
鬼
っ
子
」、
右
横
書
き
は
短
命
で
あ
っ
た
が
、
し
っ
か
り

貴
重
な
遺
産
を
今
に
遺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
和わ

華か

蘭ら
ん

葡ぽ

」の
世
界

元
亀
２
（
１
５
７
１
）
年
の
開
港
か
ら
今
日
ま
で
、
長

崎
で
育
ま
れ
て
き
た
独
特
の
生
活
様
式
や
祭
り
な
ど
を

「
和
華
蘭
文
化
」
と
称
し
て
い
る
。
和
は
日
本
、
華
は
中

国
、
蘭
は
オ
ラ
ン
ダ
。
３
つ
の
要
素
が
混
在
す
る
カ
オ
ス

＝
「
わ
か
ら
ん
」
と
か
け
て
い
る
。

江
戸
時
代
、
長
崎
で
は
唐
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
が
町

の
住
民
と
し
て
生
活
し
て
い
た
た
め
、
彼
ら
異
国
の
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
が
浸
透
し
、
模
倣
や
融
合
と
い
う
形
で
人
々

の
生
活
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
崎
独
特
の
文
化
は
、
出
島
や
唐
人

屋
敷
で
の
異
国
の
人
々
と
の
交
流
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ

る
鎖
国
以
前
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
と
の
交
流
、
唐
人
屋

敷
が
で
き
る
ま
で
の
唐
人
た
ち
と
の
交
流
が
基
底
に
あ
る

こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
は
、
日
本
列
島
西
果
て
の
僻
地
に

拠
点
と
な
る
要
塞
を
築
い
た
。
そ
の
こ
と
を
長
崎
で
は
開

港
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
要
塞
が
発
展
し
て
長
崎
と

な
っ
た
。
彼
ら
は
長
崎
市
中
の
家
々
に
住
民
た
ち
と
同
居

す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
期
間
が
お
よ
そ
60
年
。

キ
リ
ス
ト
教
禁
教
政
策
の
実
施
で
、
彼
ら
は
国
外
に
追
放

さ
れ
た
。
そ
の
時
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
日
本
人
と
の
間
に

生
ま
れ
た
子
供
た
ち
数
百
人
も
追
放
と
な
っ
た
。

ま
た
、
唐
人
屋
敷
が
築
か
れ
て
唐
人
た
ち
が
町
外
れ
の

一
画
に
隔
離
さ
れ
る
ま
で
の
約
１
２
０
年
間
、
唐
人
は
長

崎
の
住
民
と
し
て
普
通
に
暮
ら
し
て
い
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
唐
人
と
共
棲
し
て
い
た
経
験
が
今
日

の
長
崎
の
生
活
様
式
や
文
化
の
根
底
に
あ
る
。
語
呂
は
悪

い
が
「
和
華
蘭
葡
」
が
長
崎
の
食
文
化
を
見
る
た
め
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

ボ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
長
崎

『
延
宝
版
長
崎
土
産
』（
１
６
８
１
年
）
と
い
う
長
崎
丸
山

遊
廓
の
遊
女
評
判
記
で
、
著
者
の
島し

ま

原ば
ら

金き
ん

捨し
や

は
主
人
公
が

長
崎
の
入
り
口
、
一
瀬
橋
に
差
し
掛
か
っ
た
時
、「
え
も

し
れ
ぬ
」
匂
い
に
思
わ
ず
卒
倒
し
そ
う
に
な
っ
た
と
書
い

て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
崎
の
匂
い
と
し
て
当
時
の
人
々
が

共
通
し
て
感
じ
た
も
の
ら
し
く
、
卒
倒
し
そ
う
に
な
る
と

い
う
反
応
も
お
決
ま
り
の
約
束
で
あ
っ
た
。

旅
人
が
長
崎
で
嗅
い
だ
匂
い
は
、
異
国
人
の
体
臭
、
即

ち
食
物
の
匂
い
。
長
崎
の
町
に
は
異
国
人
が
住
み
、
獣
を

食
べ
て
い
る
た
め
に
生
臭
い
臭
い
が
立
ち
込
め
、
一
方
で

は
伽き

や

羅ら

な
ど
高
級
な
香
木
が
惜
し
げ
も
な
く
た
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
が
混
じ
り
合
っ
た
も
の
が
長
崎
の
匂
い
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

外
国
と
の
交
流
を
長
崎
港
に
制
限
し
て
い
た
時
代
、
江

戸
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
の
人
々
に
と
っ
て
長
崎
は
す
で

に
外
国
で
あ
り
、
住
民
は
外
国
人
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
長
崎
の
住
民
た
ち
は
、
直
接
間
接
に

外
国
人
と
接
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
だ
っ
た
の
で
、
外

国
の
影
響
を
受
け
た
生
活
ス
タ
イ
ル
は
旅
人
か
ら
見
た
ら

外
国
人
同
然
の
珍
奇
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
旅
人
が
特

に
興
味
を
も
っ
た
も
の
が
食
。
日
本
で
あ
り
な
が
ら
外
国

の
影
響
を
受
け
た
長
崎
の
食
を
通
し
、
当
時
の
人
々
は
あ

こ
が
れ
で
あ
っ
た
日
本
と
外
国
の
ボ
ー
ダ
ー
「
長
崎
」
を

理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

南
蛮
船
が
運
ん
だ
西
洋
の
味
覚

天
文
12
（
１
５
４
３
）
年
盛
夏
。
種
子
島
に
上
陸
し
た

初
め
て
の
西
洋
人
を
見
た
人
々
が
、
彼
ら
を
南
蛮
人
と
呼

ん
だ
。
黒
髪
で
体
格
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
鉄
砲
を
伝
え
た
者
と
し
て
記
録

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
我
国
に
渡
来
す
る
西
洋
人
の
先

駆
け
と
な
っ
た
。
や
が
て
、
西
洋
の
新
し
い
宗
教
と
と
も

に
新
し
い
食
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
た
。

南
蛮
の
人
々
と
日
本
人
と
の
間
で
生
活
上
大
き
な
障
壁

と
な
っ
た
の
が
肉
食
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
人
が

全
く
肉
食
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
牛
馬
を
食
す
る
習

慣
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
が
記
録
し

た
『
日
本
史
』
に
、「
汝
ら
は
何
ゆ
え
馬
や
牛
を
食
べ
る

の
か
」
と
豊
臣
秀
吉
か
ら
詰
問
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ

る
。「
馬
は
荷
物
を
運
び
戦
に
使
い
、
牛
は
農
民
が
耕
作

に
用
い
る
道
具
で
あ
る
」
と
し
て
、
鹿
、
猪
、
キ
ツ
ネ
、

キ
ジ
を
飼
育
し
て
食
べ
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
、
牛
馬
を

食
し
て
は
な
ら
な
い
と
（
も
っ
と
も
、
南
蛮
で
も
馬
を
食
べ

る
習
慣
だ
け
は
な
か
っ
た
）。

鹿
、
猪
な
ど
の
今
で
い
う
ジ
ビ
エ
は
、
我
国
で
も
古
く

か
ら
食
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
飼
育
で
は
な
く
狩
猟
と

し
て
、
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
と
い
う
幸
運
の
恵
み
で
あ

る
た
め
、
常
食
に
発
展
し
な
か
っ
た
。
常
食
す
る
た
め
に

は
飼
育
が
容
易
で
個
体
の
大
き
い
牛
馬
の
方
が
効
率
が
い

い
。
一
方
、
西
日
本
の
浦
々
に
や
っ
て
き
た
中
国
船
が
持

ち
込
ん
だ
豚
は
抵
抗
も
少
な
く
、
日
本
の
食
材
に
加
え
ら

れ
た
。

食
は
文
化
摩
擦
が
起
こ
り
や
す
い
デ
リ
ケ
ー
ト
な
も
の

で
、
今
日
で
も
世
界
を
見
れ
ば
食
習
慣
の
違
い
は
秀
吉
の

頃
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。

で
は
、
日
本
人
は
南
蛮
の
人
々
か
ら
食
の
影
響
を
受
け

な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
受
け
入
れ
た
も
の
の
多
く
が
そ
の
後
に
日
本
の
食

と
し
て
定
着
し
た
た
め
、
牛
肉
が
例
外
と
し
て
目
立
っ
て

い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

現
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
か
ら
外
来
し
た
食
物
の
日
本
名
を

あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
。「
ビ
ス
ケ
ッ
ト
」「
キ
ャ
ラ
メ
ル
」

「
か
ぼ
ち
ゃ
」「
カ
ス
テ
ラ
」「
コ
ン
ペ
イ
ト
ウ
」「
天
ぷ

ら
」「
ザ
ボ
ン
」「
パ
ン
」「
ボ
ー
ロ
」
な
ど
、
今
日
で
は

立
派
な
日
本
の
食
物
に
な
っ
て
い
る
。

食
に
浸
透
す
る
砂
糖
の
甘
味

南
蛮
の
人
々
が
持
ち
込
ん
だ
西
洋
の
味
覚
で
、
最
も
衝

撃
的
だ
っ
た
も
の
が
砂
糖
の
甘
味
で
あ
っ
た
。
先
に
あ
げ

た
食
物
の
多
く
が
砂
糖
を
使
っ
た
菓
子
で
あ
る
こ
と
が
、

一
端
を
示
し
て
い
る
。

砂
糖
が
国
産
化
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
中
期
の
18
世
紀
。

そ
れ
ま
で
は
全
量
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
古
く
は
遣
唐
使
船

が
運
び
、
そ
の
後
、
中
国
と
の
貿
易
船
が
細
々
と
運
ん
で

き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
貴
重
な
砂
糖
は
専
ら
滋
養
の

薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
料
理
に
使
っ
た
り
、
ま
し
て
庶
民

の
食
卓
に
上
が
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
日
本
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
南
蛮
貿
易
か
ら
で
あ
っ
た
。
船
底
の
重
し
と
し
て
石

の
代
わ
り
に
な
り
、
ま
た
保
存
食
を
こ
し
ら
え
た
り
、

手
っ
取
り
早
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
給
し
た
り
す
る
の
に
重

宝
な
の
で
、
南
蛮
の
人
々
が
運
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

長
い
航
海
中
は
新
鮮
な
果
物
や
野
菜
が
食
べ
ら
れ
な
い

南蛮人とともに早くから肉食の文化が入った長崎の町。鶏とともに店先に並んで
いるのは、解体された牛や豚の肉だ。『寛文長崎図屏風』部分。写真提供／長
崎歴史文化博物館

外国船が運んできた砂糖は、江戸期以降の長崎の味を決める大きな特徴となっ
ていった。『唐蘭館絵巻』部分。写真提供／長崎歴史文化博物館

異
な
る
分
野
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
、
最
も
身
近
な
の
が
食
文
化
に
関
す
る
も
の
だ
。

特
に
地
域
ご
と
の
伝
統
食
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の〝
異
文
化
結
合
〟の
背
景
を
も
ち
、

そ
の
豊
か
さ
が
国
内
は
も
ち
ろ
ん
海
外
で
も
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

数
十
年
、
数
百
年
の
ス
パ
ン
で
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
日
本
各
地
の
食
文
化
で
も
、
海
外
と
の
影
響
関
係
が
色
濃
い「
長
崎
食
」に
注
目
、

長
い
時
間
を
通
じ
た
そ
の
選
択
と
吸
収
の
歴
史
を
ひ
も
解
き
、

異
文
化
結
合
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
検
証
す
る
。

長
崎
の
食
文
化
に
見
る〝
異
文
化
結
合
〟

―
―
遭
遇
と
受
容
の
最
前
線
で
何
が
起
こ
っ
た
か
？

赤
瀬
浩

Akase H
iro

shi

あ
か
せ
・
ひ
ろ
し

長
崎
市
長
崎
学
研
究
所
長
。
１
９
６
１
年
、
長
崎
県
長
崎
市
生
ま
れ
。
長
崎

大
学
教
育
学
部
卒
業
。
上
越
教
育
大
学
大
学
院
修
了
。
長
崎
県
内
小
学
校
に

教
員
と
し
て
勤
務
。
２
０
１
８
年
よ
り
現
職
。
主
な
研
究
対
象
は
江
戸
時
代

長
崎
町
人
の
生
活
史
。
主
な
著
書
に
、『
鎖
国
下
の
長
崎
と
町
人
』（
長
崎
新

聞
社
）、『「
株
式
会
社
」
長
崎
出
島
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）、『
弥
太
郎
の

長
崎
日
記
』、『
河
津
祐
邦
』（
と
も
に
長
崎
文
献
社
）
な
ど
。
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の
で
、
そ
れ
ら
を
砂
糖
に
漬
け
て
積
載
し
、
水
代
わ
り
の

ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
と
と
も
に
食
べ
た
。
外
洋
を
渡
っ
て
き

た
南
蛮
の
人
々
か
ら
、
お
裾
分
け
さ
れ
、
そ
の
甘
味
に
日

本
の
人
々
が
魅
入
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

カ
ス
テ
ラ
と
と
も
に
長
崎
の
ソ
ウ
ル
ス
イ
ー
ツ
で
あ
る

「
ザ
ボ
ン
漬
け
」
は
、
南
蛮
船
が
寄
港
し
た
セ
イ
ロ
ン
島

か
ら
積
み
込
ん
だ
ザ
ボ
ン
を
航
海
中
に
砂
糖
漬
け
し
た
の

に
始
ま
る
。
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
果
汁
の
苦
み
と
砂
糖
の
甘
さ

が
和
し
て
、
時
代
を
超
え
た
味
覚
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
長
崎
天
ぷ
ら
」
は
衣
に
砂
糖
を
た
っ
ぷ
り
練

り
こ
ん
だ
料
理
で
、
ツ
ユ
を
付
け
る
こ
と
な
く
食
べ
る
。

こ
れ
も
南
蛮
仕
込
み
で
あ
ろ
う
。

長
崎
の
「
お
い
し
い
」
は
甘
味
が
ど
れ
だ
け
効
い
て
い

る
か
を
測
る
も
の
で
、
江
戸
時
代
に
は
「
長
崎
イ
コ
ー
ル

甘
い
」
と
全
国
的
に
認
知
さ
れ
、
甘
味
が
不
足
す
る
と

「
長
崎
が
遠
い
」
と
不
満
を
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

通
詞
た
ち
が
運
ん
だ
西
洋
料
理
の
レ
シ
ピ

江
戸
時
代
、
長
崎
の
役
人
に
は
外
国
人
を
相
手
に
す
る

職
種
が
あ
っ
た
。
代
表
的
な
も
の
が
唐
通
事
と
オ
ラ
ン
ダ

通
詞
で
あ
る
。
通
訳
業
務
が
重
ん
じ
ら
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
通

詞
は
「
通
詞
」、
唐
人
た
ち
の
管
理
や
貿
易
業
務
ま
で
守

備
範
囲
だ
っ
た
唐
通
事
は
「
通
事
」
と
あ
ら
わ
し
た
。
唐

通
事
が
格
上
と
さ
れ
俸
給
も
高
か
っ
た
。
唐
通
事
に
な
れ

る
家
系
は
、
唐
人
屋
敷
が
で
き
る
以
前
に
日
本
人
化
し
た

唐
人
を
先
祖
に
も
つ
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
方
、
オ
ラ
ン

ダ
通
詞
は
初
め
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
通
訳
を
し
て
い
た
者
、

オ
ラ
ン
ダ
人
が
出
島
に
移
さ
れ
て
か
ら
現
地
採
用
さ
れ
た

者
、
唐
通
事
か
ら
変
じ
た
者
な
ど
出
自
は
多
様
で
あ
っ
た
。

唐
通
事
の
食
卓
は
元
々
が
唐
人
で
あ
る
だ
け
に
唐
人
の

食
生
活
に
近
く
、
目
立
っ
た
文
化
的
な
発
見
や
摩
擦
は
な

い
が
、
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
が
目
に
し
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
の
食
卓
は
日
本
で
は
経
験
で
き
な
い
別

世
界
の
食
文
化
で
あ
っ
た
。

高
貴
な
大
名
た
ち
も
ま
た
、
出
島
で
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の

生
活
に
興
味
を
も
ち
、
出
島
移
転
か
ら
幕
末
ま
で
機
会
が

あ
れ
ば
出
島
へ
渡
っ
た
。

そ
う
し
た
折
の
貴
人
の
案
内
も
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
職
務
。

ま
ず
、
カ
ピ
タ
ン
［
＊
1
］
部
屋
で
葡
萄
酒
や
菓
子
の
接
待

を
受
け
、
オ
ラ
ン
ダ
人
商
館
員
の
部
屋
、
薬
草
園
、
ビ
リ

ヤ
ー
ド
や
ゴ
ル
フ
な
ど
を
見
学
し
、
希
望
が
あ
れ
ば
音
楽

を
聴
か
せ
、
さ
ら
に
は
食
事
マ
ナ
ー
な
ど
を
見
せ
た
。
当

時
は
薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
バ
タ
ー
な
ど
の
食
材
を
買
い

求
め
る
大
名
も
い
て
、
西
洋
の
食
に
対
す
る
好
奇
心
は
従

来
の
偏
見
を
の
り
こ
え
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
食
卓
へ
の
関
心

は
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
高
ま
っ
て
い
た
。

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
た
ち
が
貴
人
を
案
内
し
料
理
の
味
や
作

法
に
つ
い
て
解
説
で
き
た
の
は
、
実
際
に
オ
ラ
ン
ダ
人
た

ち
と
会
食
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
オ
ラ
ン
ダ
正
月
」
と
呼
ば
れ
る
西
暦
の
正
月
に
は
、
出

島
で
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開
か
れ
る
。
通
詞
た
ち
は
関
係

者
と
し
て
招
か
れ
接
待
さ
れ
る
立
場
に
な
る
。

出
島
の
医
師
ツ
ン
ベ
リ
ー
の
『
日
本
紀
行
』
に
は
、
通

詞
た
ち
の
奇
妙
な
会
食
の
さ
ま
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
料
理
は
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
に
設
け
て
あ
っ
た
の
で
、

我
等
の
客
人
は
大
し
て
こ
れ
を
味
わ
う
こ
と
が
な
か
っ

た
」
と
あ
り
、
客
に
呼
ば
れ
た
通
詞
た
ち
は
せ
っ
か
く
の

料
理
に
ほ
と
ん
ど
手
を
付
け
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、

各
自
に
盛
ら
れ
た
皿
は
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
不

思
議
を
ツ
ン
ベ
リ
ー
は
「
彼
等
は
す
す
め
ら
れ
る
も
の
を

１
枚
の
皿
に
う
つ
し
入
れ
、
こ
の
皿
が
料
理
で
い
っ
ぱ
い

に
な
る
と
町
に
送
る
か
ら
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

通
詞
た
ち
は
、
ス
ー
プ
や
コ
ー
ヒ
ー
以
外
の
料
理
に
は

口
を
付
け
ず
、
そ
の
ま
ま
家
に
運
ば
せ
た
。
家
で
は
、
到

着
し
た
料
理
を
小
分
け
に
し
て
多
人
数
で
味
わ
っ
た
が
、

長 崎 を 代 表 するメ
ニュー、卓袱料理（上）
とちゃんぽん（下）は
現在も内外の観光客
の人気の的だ。写真
提供／長崎市水産農
林部

オランダ商館での食事の様子。こうした料理を目にすることができた日本人は、
オランダ通詞などごく限られた人々だけだった。『唐蘭館絵巻』部分。写真提供
／長崎歴史文化博物館

当
然
材
料
や
味
な
ど
を
観
察
し
て
、
後
日
自
分
た
ち
が
再

現
で
き
る
よ
う
に
記
録
し
た
。
ま
た
、「
出
島
く
ず
ね
り
」

と
呼
ば
れ
た
出
島
の
料
理
人
も
役
人
の
端
に
位
置
し
て
い

た
の
で
、
調
理
法
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の

よ
う
に
、
通
詞
た
ち
の
持
ち
出
し
た
料
理
の
レ
シ
ピ
が
長

崎
の
人
々
の
食
卓
に
伝
わ
っ
て
、
新
た
な
長
崎
料
理
が
誕

生
し
て
い
っ
た
。

江
戸
の
蘭
学
者
・
大お

お

槻つ
き

玄げ
ん

沢た
く

が
オ
ラ
ン
ダ
正
月
に
参
席

す
る
機
会
を
得
て
、
食
し
た
料
理
を
『
紅
毛
雑
話
』

（
１
７
８
７
年
）
に
残
し
て
い
る
。
一
部
を
あ
げ
れ
ば
○
パ

ス
テ
ィ
ー　

ソ
ッ
プ
（
す
ま
し
の
如
き
塩
し
た
て
）
○
コ
ク

ト
ヒ
ス
（
焼
魚
）
○
フ
ラ
ト
ハ
ル
コ
（
猪
の
股
丸
焼
）
○
ハ

ク
ト
ヒ
ス
（
油
揚
げ
魚
）
○
カ
ル
マ
ナ
ー
テ
ィ
ー
（
猪
の
薄

切
り
塩
胡
椒
摺す

り

込
み
焼
）
○
コ
テ
レ
ッ
ト
（
鶏
紅
毛
紙
包
み

焼
）
○
カ
ス
テ
イ
ラ
プ
ロ
ト
（
紙
焼
カ
ス
テ
イ
ラ
）
な
ど
と

あ
る
。
玄
沢
は
長
崎
の
通
詞
た
ち
の
よ
う
に
、
出
島
か
ら

持
ち
帰
っ
た
レ
シ
ピ
を
も
と
に
江
戸
で
オ
ラ
ン
ダ
正
月
を

再
現
し
た
。

古
今
東
西
、
人
間
に
は
新
し
い
も
の
珍
し
い
も
の
を
試

し
、
よ
け
れ
ば
取
り
入
れ
て
食
生
活
を
豊
か
に
し
た
い
欲

求
が
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
や
大
槻
玄
沢
た
ち
が
出
島
か

ら
レ
シ
ピ
を
持
ち
出
し
た
の
も
食
へ
の
追
求
と
い
う
極
め

て
普
遍
の
人
間
的
行
為
で
あ
っ
た
。
長
崎
で
は
外
国
人
か

ら
直
接
「
本
場
仕
込
み
」
の
外
国
料
理
を
受
容
し
自
分
た

ち
の
食
卓
に
新
た
な
献
立
を
加
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
団だ

ん

欒ら
ん

」の
文
化
は
長
崎
か
ら

外
国
か
ら
の
食
文
化
と
し
て
、
現
在
長
崎
に
残
る
料
理

に
「
タ
ー
フ
ル
料
理
」
と
「
卓し

つ

袱ぽ
く

料
理
」
が
あ
る
。
面
白

い
こ
と
に
、
タ
ー
フ
ル
と
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
テ
ー
ブ
ル
を

指
し
、
卓
袱
と
は
中
国
語
で
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
を
指
す
。

昔
の
長
崎
住
民
の
誰
か
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
向
か
っ
て
テ
ー

ブ
ル
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
料
理
は
何
か
と
問
う
と
、
と
ぼ

け
た
オ
ラ
ン
ダ
人
が
家
具
の
こ
と
を
指
す
と
勘
違
い
し
て

「
タ
ー
フ
ル
（
テ
ー
ブ
ル
）
だ
」
と
答
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
ま
た
長
崎
の
あ
る
住
民
が
唐
人
に
向
か
っ
て
卓

の
上
の
料
理
を
指
し
同
様
に
尋
ね
る
と
「
卓
袱
（
テ
ー
ブ

ル
ク
ロ
ス
）
だ
」
と
答
え
た
と
い
う
。
尋
ね
方
が
悪
か
っ

た
の
か
相
手
が
勘
違
い
し
た
の
か
今
で
は
知
り
よ
う
も
な

い
が
、
そ
れ
以
来
西
洋
料
理
を
タ
ー
フ
ル
料
理
、
中
華
の

影
響
を
受
け
た
長
崎
料
理
を
卓
袱
料
理
と
呼
ん
で
い
る
。

江
戸
時
代
、
長
崎
以
外
の
一
般
的
な
日
本
の
家
庭
で
は

箱
膳
を
使
っ
た
個
の
配
膳
で
食
事
を
摂
っ
て
い
た
。
今
日

で
も
高
級
な
旅
館
で
の
豪
華
な
食
事
は
箱
膳
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
一
方
、
長
崎
で
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
テ
ー
ブ
ル
、

唐
人
の
卓
ど
ち
ら
も
大
皿
で
配
膳
し
た
も
の
を
取
り
分
け

る
食
事
の
仕
方
が
住
民
の
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
卓ち

や

袱ぶ

台だ
い

と
呼
ば
れ
る
丸
膳
に
大
皿
で
盛
っ
た
料
理
が
出
さ
れ
、

各
々
が
自
分
の
箸
で
取
り
分
け
て
食
べ
る
。
食
事
と
い
う

も
の
は
個
で
摂
る
と
い
う
長
年
の
習
慣
が
、
長
崎
で
は
、

卓
を
囲
む
、
集
団
で
食
べ
る
と
い
う
画
期
的
な
変
化
が
起

こ
っ
た
。

明
治
に
な
り
近
代
化
が
進
む
社
会
の
な
か
で
、
西
洋
の

テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
テ
ー
ブ
ル
に

テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
を
敷
い
て
、
給
仕
を
受
け
た
料
理
を
ナ

イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
食
べ
る
。
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
正
月
で

の
光
景
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
よ
う
な
食
文
化
が
文
明
の

名
の
も
と
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
影
響
が
や
が
て
家

庭
の
食
卓
に
卓
袱
台
を
用
い
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
食
卓

を
囲
む
「
団
欒
」
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
崎
で
受

容
し
た
異
文
化
は
、
今
日
で
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
食
文
化

と
し
て
我
国
に
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
の
居
場
所

長
崎
を
訪
れ
る
旅
人
が
一
度
は
口
に
す
る
の
が
「
ち
ゃ

ん
ぽ
ん
」。
こ
の
不
思
議
な
料
理
に
は
メ
ニ
ュ
ー
に
用
い

る
漢
字
表
記
が
な
い
。
そ
れ
は
、
中
華
料
理
で
は
な
く
和

食
で
も
な
い
と
い
う
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
の
居
場
所
を
表
し
て
い

る
。
呼
び
名
が
、
唐と

う

鉦し
よ
う

［
＊
2
］
の
音
「
チ
ャ
ン
」
と
鼓つ

づ
み

の

音
「
ポ
ン
」
を
合
わ
せ
た
日
中
の
合
作
で
あ
る
と
か
、
調

理
法
の
混
ぜ
る
と
炒
め
る
を
合
わ
せ
た
と
い
う
中
国
語

「
攙チ

ヤ
ン

烹ペ
ン

」
か
ら
来
て
い
る
な
ど
と
、
諸
説
が
あ
っ
て
ま
と

ま
ら
な
い
。

実
は
、
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
は
明
治
期
に
料
理
店
「
四し

海か
い

楼ろ
う

」

の
主
人
・
陳
平
順
が
お
な
か
を
す
か
せ
た
中
国
人
留
学
生

の
た
め
に
考
案
し
た
も
の
で
、
豚
骨
や
鶏
ガ
ラ
の
ス
ー
プ

に
、
麺
は
か
ん
水
で
な
く
上
海
か
ら
伝
わ
っ
た
唐と

う

灰あ

汁く

を

加
え
て
練
っ
て
あ
る
。
中
華
料
理
の
技
術
と
長
崎
の
食
材

と
味
付
け
が
合
わ
さ
っ
た
長
崎
で
だ
か
ら
こ
そ
作
ら
れ
た
、

じ
つ
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
料
理
だ
と
い
え
る
。

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
長
崎
を
代
表
す
る
味
に
な
っ
た
の

が
、
近
年
は
海
外
、
特
に
長
崎
を
訪
れ
る
ア
ジ
ア
か
ら
の

観
光
客
に
も
大
人
気
の
よ
う
だ
。
こ
れ
こ
そ
食
文
化
の
結

び
つ
き
が
生
ん
だ
、
新
た
な
異
文
化
同
士
の
出
会
い
と

い
っ
て
も
い
い
。

江
戸
時
代
、
全
国
に
外
国
の
食
の
情
報
を
発
信
し
た
長

崎
が
、
今
で
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
お
客
様
の
味
覚
を
魅
了

し
て
い
る
。
長
崎
は
食
の
十
字
路
と
し
て
和
華
蘭
葡
の
枠

に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
の
世
代
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
は
、
ま
た
新
し
い
食
文
化
が
誕
生

す
る
可
能
性
も
お
お
い
に
あ
る
。
国
境
を
越
え
た
人
材
往

来
が
い
よ
い
よ
日
常
的
に
な
る
な
か
、
異
文
化
と
の
結
び

つ
き
の
先
駆
け
で
あ
る
当
地
の
食
文
化
が
、
そ
の
指
標
と

な
る
場
面
は
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

注＊
1　

甲
比
丹
。
江
戸
時
代
、
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
を
こ
う
呼
ん
だ
。
も
と

は
外
国
船
の
船
長
を
意
味
し
、
英
語
のcaptain

に
通
じ
る
。

＊
2　

皿
の
よ
う
な
形
の
金
属
製
の
打
楽
器
で
、
棒
で
内
側
を
た
た
い
て
音
を
出

す
。
日
本
で
も
、
よ
く
似
た
楽
器
が
郷
土
音
楽
や
お
囃
子
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

3435 C E L   M a r c h   2 0 2 0C E L   M a r c h   2 0 2 0



GAFAが拠点を構えるカリフォルニア州にあるモハーベ砂漠の風力発電地帯。無
数の風車が立ち並び、大量の電力を消費するデジタル系の企業を支えている。

制
約
が
あ
る
た
め
、
熟
練
技
術
者
が
長
年
の
経
験
や

ノ
ウ
ハ
ウ
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
の
制
約
を
考
慮
し

な
が
ら
複
数
の
サ
イ
ロ
、
ボ
イ
ラ
を
運
用
す
る
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
作
成
し
、
状
況
変
化
に
応
じ
そ
の
都
度

見
直
し
な
が
ら
運
用
し
て
い
る
。
こ
の
熟
練
技
術
者

に
よ
る
燃
料
運
用
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
作
業
の
自

動
化
を
行
う
た
め
、
電
力
会
社
が
設
定
し
た
課
題
や

運
用
条
件
に
基
づ
い
て
、
Ｄ
ｅ
Ｎ
Ａ
が
一
般
的
に
ゲ
ー

ム
Ａ
Ｉ
に
用
い
る
、
膨
大
な
組
み
合
わ
せ
の
な
か
か

ら
最
適
な
も
の
を
探
索
す
る
技
術
を
導
入
し
、
経
験

の
浅
い
技
術
者
で
も
容
易
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
燃

料
運
用
最
適
化
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
行
っ
て
い
る
。

❸
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に
お
け
る
供
給
者
」   　

      

　

 

と
し
て
の
動
き

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に
お
け
る
供
給
者
」
と
し
て
の

デ
ジ
タ
ル
系
企
業
の
動
き
の
背
景
と
し
て
は
、
太
陽

光
発
電
な
ど
の
再
エ
ネ
発
電
の
普
及
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
の
大
規
模
発
電
所
の
よ
う
な
一
極
集
中
型
で
は

な
い
小
規
模
な
発
電
所
が
増
加
し
、“
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

分
散
化
”
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

日
本
で
は
、
２
０
１
９
年
以
降
、「
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
）」
の
対

象
期
間
を
終
え
た
“
卒
Ｆ
Ｉ
Ｔ
”
太
陽
光
発
電
が
大

量
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
投
資
回
収
が
済
ん
だ
安

価
な
電
源
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
分

散
化
の
動
き
は
今
後
も
い
っ
そ
う
進
展
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

今
ま
で
は
比
較
的
制
御
が
容
易
な
一
極
集
中
型
の

発
電
所
に
よ
る
電
力
シ
ス
テ
ム
に
支
え
ら
れ
て
き
た

が
、
大
量
の
小
規
模
な
発
電
所
を
効
果
的
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
電
力
シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
い
く
た
め
に
は
、

よ
り
い
っ
そ
う
高
度
な
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

は
じ
め
に                                            

―
―
デ
ジ
タ
ル
系
企
業
の
３
つ
の
動
き

Ｇガ

ー

フ

ア

Ａ
Ｆ
Ａ
（
グ
ー
グ
ル
・
ア
マ
ゾ
ン
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・

ア
ッ
プ
ル
）
に
代
表
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
系
の
企
業
が
異
業

種
分
野
へ
の
進
出
を
加
速
す
る
な
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界

に
お
い
て
も
そ
の
動
き
の
活
発
化
が
見
ら
れ
る
。
大
量
の

電
力
を
消
費
す
る
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
建
設
に
向
け
て
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
調
達
が
進
む
と
い
っ
た
❶「
エ
ネ

ル
ギ
ー
業
界
に
お
け
る
需
要
家
」
と
し
て
の
動
き
は
も
ち

ろ
ん
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆
使
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の

効
率
化
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
高
度
化
を

支
え
る
❷「
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に
お
け
る
サ
ポ
ー
タ
ー
」

と
し
て
の
動
き
や
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
Ｅ
Ｖ
（
電

気
自
動
車
）・
蓄
電
池
、
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の

分
散
型
リ
ソ
ー
ス
を
デ
ジ
タ
ル
技
術
で
統
合
的
に
制
御
し

て
供
給
す
る
と
い
っ
た
❸
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に
お
け
る

供
給
者
」
と
し
て
の
動
き
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
動
き

を
踏
ま
え
つ
つ
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
波
を
活
か
す
た
め
に
は
、

デ
ー
タ
の
活
用
が
鍵
と
な
る
。

国
も
そ
の
動
き
に
呼
応
し
た
環
境
整
備
に
乗
り
出
し
て

お
り
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
は
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
更
な
る

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
や
Ｃ
Ｏ
２
削
減
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス

ト
の
抑
制
な
ど
に
力
を
入
れ
つ
つ
あ
る
が
、
産
業
レ
ベ
ル

で
は
活
発
化
す
る
競
争
の
な
か
で
「
異
な
る
も
の
を
つ
な

ぐ
」
こ
と
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
新
し

い
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

❶「
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に
お
け
る
需
要
家
」   　

      

　

 

と
し
て
の
動
き

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に
お
け
る
需
要
家
」
と
し
て
の

Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
を
は
じ
め
と
し
た
デ
ジ
タ
ル
系
の
企
業
は
、

電
力
を
大
量
に
消
費
す
る
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
へ
の
大

規
模
な
投
資
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

需
要
や
そ
れ
に
紐
づ
く
供
給
に
対
し
て
大
き
な
イ
ン

パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
第
４
次
産
業
革
命
と

も
言
わ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
大
き
な
波
に
終
わ
り
が

見
え
な
い
な
か
で
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
デ
バ
イ
ス
の
更
な
る
普

及
な
ど
と
と
も
に
膨
大
化
す
る
デ
ー
タ
を
処
理
し
て

い
く
た
め
に
、
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
へ
の
投
資
も
ま
す

ま
す
進
む
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
へ
の
電
力
供
給
に
は
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
選
好
さ
れ
て
い
る
。
デ
ー

タ
セ
ン
タ
ー
の
費
用
構
造
に
占
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
費

用
・
電
気
料
金
の
割
合
は
大
き
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

燃
料
価
格
が
上
下
す
る
こ
と
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
上
の

リ
ス
ク
も
高
ま
る
こ
と
か
ら
、
価
格
変
動
リ
ス
ク
の

な
い
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
調
達
が
好
ま
れ
て
お

り
、
固
定
価
格
で
長
期
間
買
い
取
る
Ｐ
Ｐ
Ａ
［
＊
1
］
と

い
っ
た
契
約
が
普
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
電
力
調
達

の
う
ち
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
を
１
０
０
％

に
し
よ
う
と
い
う
「
Ｒ
Ｅ
１
０
０
」
の
取
り
組
み
に
も
、

多
く
の
デ
ジ
タ
ル
系
企
業
が
参
加
し
て
き
て
い
る
。

❷
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に
お
け
る
サ
ポ
ー
タ
ー
」      

　

 

と
し
て
の
動
き

デ
ジ
タ
ル
系
の
企
業
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に
お

け
る
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
し
て
、
既
存
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

企
業
の
効
率
化
な
ど
の
後
押
し
も
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
日
本
で
も
デ
ジ
タ
ル
系
の
企
業
で
あ

る
Ｄ
ｅ
Ｎ
Ａ
が
、
石
炭
火
力
発
電
所
の
燃
料
運
用
最

適
化
を
行
う
Ａ
Ｉ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
電
力
会
社
と

共
同
開
発
し
て
い
る
。
石
炭
火
力
発
電
所
で
は
、
輸

送
船
か
ら
受
け
入
れ
た
石
炭
を
サ
イ
ロ
で
い
っ
た
ん

貯
蔵
し
た
後
に
ボ
イ
ラ
で
燃
焼
し
て
い
る
が
、
石
炭

の
種
類
に
よ
っ
て
混
載
や
混
焼
が
で
き
な
い
な
ど
の

デ
ジ
タ
ル
系
企
業
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
へ
の
進
出
が
話
題
を
呼
ん
で
い
る
が
、

今
後
ま
す
ま
す
そ
の
動
き
は
加
速
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
デ
ジ
タ
ル
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
分
野
を
、

ど
の
よ
う
に
つ
な
ぎ
、
ど
の
よ
う
に
進
化
さ
せ
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
鍵
と
な
り
う
る
現
状
の
動
き
と
、
有
効
な
取
り
組
み
や
仕
組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

デ
ジ
タ
ル
化
の
波
に
直
面
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界

友
澤
孝
規 

Tom
ozaw

a Takanori

と
も
ざ
わ
・
た
か
の
り

経
済
産
業
研
究
所
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
。
１
９
８
４
年
、
愛
媛
県

生
ま
れ
。
２
０
０
７
年
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
後
、
同
大
学
院
の
技
術
経
営

戦
略
学
専
攻
に
て
博
士
号
を
取
得
。
経
済
産
業
省
に
入
省
後
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
の
実
行
な
ど
の
業
務
経
験
を
積
み
、
18
年
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
見

直
し
作
業
の
中
核
を
担
っ
た
こ
と
で
経
済
産
業
大
臣
よ
り
優
秀
職
員
表
彰
を

受
け
る
。
そ
の
後
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
へ
の
留
学
を
経
て
、
現
在
は
電

力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
政
策
な
ど
を
担
当
。

た
め
、
電
力
需
給
の
予
測
を
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
な
ど
を

使
う
こ
と
で
よ
り
高
度
化
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
技

術
や
、
分
散
化
し
た
電
源
を
集
約
（
ア
グ
リ
ゲ
ー
ト
）

し
た
り
最
適
に
制
御
し
た
り
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル

技
術
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

分
散
化
し
た
電
源
を
効
率
的
に
使
う
方
法
と
し
て

は
、「
デ
ィ
マ
ン
ド
レ
ス
ポ
ン
ス
（
Ｄ
Ｒ
）」
や
、「
バ
ー

チ
ャ
ル
パ
ワ
ー
プ
ラ
ン
ト
（
Ｖ
Ｐ
Ｐ
）」
と
い
う
方
法

が
あ
る
。
Ｄ
Ｒ
と
は
、
需
要
側
（
デ
ィ
マ
ン
ド
）
の
機

器
を
遠
隔
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
電
力
の
消
費
パ
タ
ー

ン
を
変
化
さ
せ
る
方
法
で
、
日
本
で
は
２
０
１
７
年

度
よ
り
、
大
口
の
需
要
家
を
対
象
と
す
る
も
の
が
実

際
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
Ｖ
Ｐ
Ｐ
は
、
電
力
系
統
上
に
散
ら
ば
る
再
エ

ネ
発
電
機
器
や
蓄
電
池
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
リ
ソ
ー

ス
を
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
技
術
を
使
っ
て
遠
隔
で
制
御
す
る
こ

と
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
リ
ソ
ー
ス
側
か
ら
電
力
系
統
に

電
力
を
流
し
た
り
（
逆
潮
流
）、
需
要
を
削
減
す
る
な

ど
の
Ｄ
Ｒ
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
大
き
な
ひ
と

つ
の
発
電
所
の
よ
う
に
利
用
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
天

候
に
よ
っ
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
出
力
（
発
電
量
）

が
変
動
し
た
場
合
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
な
る
、
需
給

バ
ラ
ン
ス
の
新
た
な
“
調
整
力
”
と
し
て
の
活
用
も

期
待
さ
れ
て
い
る
。

Ｖ
Ｐ
Ｐ
で
は
、
電
力
の
供
給
者
と
需
要
家
の
間
に

立
っ
て
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
「
ア

グ
リ
ゲ
ー
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
事
業
者
が
キ
ー
プ
レ

イ
ヤ
ー
と
な
り
、
日
本
で
も
、
国
に
よ
る
実
証
事
業

が
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
従
来
の
電
気
事
業
者
だ
け

で
な
く
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ビ
ル
オ
ー
ト

メ
ー
シ
ョ
ン
事
業
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
の
事
業

者
が
参
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
油
会
社
の
シ
ェ
ル

は
Ｖ
Ｐ
Ｐ
事
業
者
で
あ
る
「Lim

ejum
p

」
を
買
収
し
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た
が
、
既
存
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
業
も
こ
の
動
き
に
乗

る
べ
く
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
化
の
波
に
乗
る
た
め
の
デ
ー
タ
活
用
と

「
異
な
る
も
の（
デ
ー
タ
）を
つ
な
ぐ
」取
り
組
み

デ
ジ
タ
ル
化
の
流
れ
を
ど
こ
ま
で
活
か
す
こ
と
が
で
き

る
か
は
、
膨
大
化
す
る
デ
ー
タ
を
如
何
に
使
い
こ
な
す
か

次
第
と
も
言
え
る
。

た
と
え
ば
、
電
気
事
業
を
営
む
上
で
得
ら
れ
る
情
報

（
電
力
デ
ー
タ
）
に
は
、
発
電
分
野
で
あ
れ
ば
燃
料
の
実
績

デ
ー
タ
や
出
力
（
発
電
）
の
実
績
デ
ー
タ
な
ど
、
送
配
電

分
野
で
あ
れ
ば
送
電
線
の
潮
流
（
電
気
の
流
れ
）
デ
ー
タ

な
ど
、
小
売
分
野
で
あ
れ
ば
顧
客
情
報
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
デ
ー
タ
が
存
在
す
る
。
な
か
で
も
送
電
・
配
電
分
野
に

お
け
る
電
力
デ
ー
タ
の
う
ち
、
電
気
の
使
用
量
や
使
用
時

間
な
ど
の
電
力
使
用
状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
デ
ジ
タ

ル
技
術
を
使
っ
て
遠
隔
で
検
針
が
で
き
る
「
ス
マ
ー
ト

メ
ー
タ
ー
」
の
登
場
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
正
確
な

デ
ー
タ
を
容
易
に
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

利
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
さ
ま
ざ
ま
な
電

気
機
器
が
日
常
生
活
の
な
か
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

現
代
に
お
い
て
、
電
力
の
使
用
状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、

世
帯
活
動
を
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
災
害
時
に
お

い
て
は
避
難
状
況
な
ど
の
可
視
化
に
つ
な
が
る
可
能
性
も

あ
る
。

こ
の
電
力
デ
ー
タ
に
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
デ
ー
タ
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
顧
客

の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
提
供
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

電
力
産
業
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
で
、
電
力

デ
ー
タ
を
活
用
し
た
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
が
生
ま
れ
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
人
手
不
足
が
深
刻
な
運
輸
業
に
お
い
て
は
、

特
に
負
担
と
な
っ
て
い
る
の
は
届
け
先
が
不
在
の
場
合
な

ど
に
発
生
す
る
再
配
達
だ
が
、
ス
マ
ー
ト
メ
ー
タ
ー
か
ら

収
集
し
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
電
力
使
用
量
デ
ー
タ
と
、
過

去
の
配
送
実
績
、
渋
滞
や
天
候
の
情
報
を
組
み
合
わ
せ
、

在
宅
状
況
や
交
通
事
情
を
踏
ま
え
た
最
適
な
配
送
ル
ー
ト

を
設
定
す
る
こ
と
で
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
配
送
作
業
を
実

現
し
、
再
配
達
の
負
担
を
減
ら
す
ア
イ
デ
ア
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
配
達
業
務
の
効
率
化
に
よ
り
、
配
達
に
と
も
な

う
Ｃ
Ｏ
２
の
削
減
と
い
っ
た
効
果
も
期
待
さ
れ
る
。
ま
た

ほ
か
に
も
、
ス
マ
ー
ト
メ
ー
タ
ー
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、

規
則
正
し
い
生
活
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
人
を
推
計

し
保
険
料
を
安
く
す
る
、
保
険
の
新
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発
を

し
た
り
、
ス
マ
ー
ト
メ
ー
タ
ー
の
デ
ー
タ
が
普
段
と
ち
が

う
使
用
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
た
時
に
迅
速
に
対
応
す
る
、
自

治
体
な
ど
に
よ
る
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
り
と

い
っ
た
ア
イ
デ
ア
も
考
え
ら
れ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
呼
応
し
た  

国
に
よ
る
仕
組
み
の
整
備

期
待
さ
れ
る
電
力
デ
ー
タ
の
活
用
だ
が
、
実
際
に
は
ま

だ
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
個
人
情
報
保
護
と
の
関
係
で
あ
る
。
電
力
使

用
量
な
ど
の
電
力
デ
ー
タ
は
個
人
情
報
に
あ
た
り
う
る
た

め
、
利
活
用
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
保
護
を
大
前
提

と
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
活
用
の
ニ
ー
ズ
や
効
果
な
ど
を

考
え
て
必
要
な
ル
ー
ル
を
整
備
し
、
提
供
の
対
象
と
な
る

デ
ー
タ
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
メ
ー
タ
ー

か
ら
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
に
は
、
ひ
と
つ
の
メ
ー
タ
ー
単

位
の
デ
ー
タ
で
個
人
の
識
別
が
可
能
な
「
個
人
情
報
」、

個
人
情
報
か
ら
氏
名
な
ど
を
削
除
し
て
特
定
の
個
人
を
識

別
で
き
な
い
よ
う
加
工
さ
れ
た
「
匿
名
加
工
情
報
」、
複

数
人
の
情
報
を
分
類
し
集
計
し
た
「
統
計
情
報
」
が
あ
る

が
、
こ
の
「
個
人
情
報
」
を
活
用
す
れ
ば
、
災
害
時
に
各

住
宅
の
電
力
使
用
状
況
が
わ
か
り
そ
の
被
害
を
正
確
に
把

握
で
き
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
が
可

能
と
な
る
た
め
、「
個
人
情
報
」
を
活
用
す
る
上
で
ど
の

よ
う
な
仕
組
み
を
整
え
る
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切

と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
り
、
国
で
は
「
情
報
銀
行
」
の

仕
組
み
を
基
本
と
し
な
が
ら
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
が
検

討
さ
れ
て
い
る
。「
情
報
銀
行
」
と
は
、
認
定
を
受
け
た

組
織
が
個
人
か
ら
委
任
を
受
け
、
本
人
の
同
意
の
範
囲
内

で
第
三
者
へ
情
報
提
供
を
行
う
な
ど
、
情
報
を
適
切
に
管

理
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
消
費
者
保
護
の
た
め
、
情
報
の

提
供
先
に
つ
い
て
第
三
者
が
審
議
・
助
言
を
行
う
こ
と
な

ど
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
電
力
デ
ー
タ
活
用
に
あ
た
っ
て

も
、
中
立
性
の
高
い
組
織
に
よ
る
監
視
・
監
督
の
必
要
性

が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
が
整
え
ば
、

さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
デ
ー
タ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

よ
り
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て

提
供
す
る
こ
と
が
更
に
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
ほ
か
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
か
し
た
取
り
組
み

を
後
押
し
す
る
仕
組
み
と
し
て
は
、
配
電
事
業
ラ
イ
セ
ン

ス
の
整
備
が
あ
げ
ら
れ
る
。
配
電
事
業
は
現
在
、
一
般
送

配
電
事
業
者
10
社
に
よ
る
独
占
状
態
だ
が
、
高
度
な
デ
ジ

タ
ル
技
術
を
持
つ
よ
う
な
新
規
参
入
者
に
よ
る
Ａ
Ｉ
や
Ｉ

ｏ
Ｔ
を
活
用
し
た
新
た
な
系
統
運
用
を
通
じ
た
コ
ス
ト
効

率
化
や
、
災
害
時
な
ど
に
系
統
を
独
立
化
す
る
こ
と
に
よ

る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
を
期
待
し
て
、
新
た
な
ラ
イ
セ
ン

ス
を
与
え
る
仕
組
み
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
異
な
る
も
の

が
新
た
に
参
入
す
る
余
地
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
土
壌
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
の                     

「
異
な
る
も
の
を
つ
な
ぐ
」
取
り
組
み
へ
の
期
待

世
界
中
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
業
が
現
在
、
デ
ジ
タ
ル
化
の

波
を
乗
り
切
る
た
め
に
、「
異
な
る
も
の
を
つ
な
ぐ
」
こ

と
で
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
た
め
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の

構
築
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
な
ど
で
は
特
に
欧
州
企
業
の
動
き
が

活
発
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
電
力
会
社
で
あ
る

イ
ノ
ジ
ー
は
、
デ
ー
タ
・
ド
リ
ブ
ン
［
＊
2
］
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
事
業
を
志
向
し
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
投
資
や

育
成
に
積
極
的
で
あ
る
。
背
景
に
は
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
な
ど
に

対
す
る
危
機
感
が
あ
り
、
ア
マ
ゾ
ン
のAm

azon Prim
e

の
サ
ー
ビ
ス
の
ひ
と
つ
に
電
力
供
給
が
加
え
ら
れ
た
場
合
、

顧
客
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
視
点
が

あ
る
よ
う
だ
。
イ
ノ
ジ
ー
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
加
速

さ
せ
る
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
、
シ
リ
コ
ン
バ

レ
ー
に｢innogy Innovation H

ub｣

と
い
う
拠
点
・

注＊
1　

P
P
A
は
、Pow

er Purchase Agreem
ent

の
略
。
発
電
事
業
者
が
需

要
者
な
ど
と
の
間
で
締
結
す
る
、
電
力
販
売
契
約
の
こ
と
を
指
す
。
更
に
そ
こ
か

ら
発
展
し
、
需
要
者
（
顧
客
）
の
敷
地
や
屋
根
上
に
、
事
業
者
が
自
ら
の
持
つ
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
、
そ
こ
で
発
電
し
た
電
力
を
顧
客
に
販
売
す
る
モ

デ
ル
を
、
日
本
で
は
「
P
P
A
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
。

＊
2　

デ
ー
タ
・
ド
リ
ブ
ン
（data driven

）
と
は
、
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
総
合

的
に
分
析
し
、
未
来
予
測
・
意
思
決
定
・
企
画
立
案
な
ど
に
役
立
て
る
こ
と
を
指
す
。

特
に
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
対
象
と
し
、
各
種
デ
ー
タ
を
可
視
化
し
て
課
題
解
決
に

結
び
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

＊
3　

米
国
な
ど
で
認
め
ら
れ
て
い
る
企
業
形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
リ
ミ
テ
ッ
ド
・

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
略
称
。
無
限
責
任
を
負
う
最
低
1
名
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・
パ
ー

ト
ナ
ー
と
、
有
限
責
任
を
も
つ
リ
ミ
テ
ッ
ド
・
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

て
い
る
。

た
ま
り
場
を
設
け
、
定
期
的
に
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い

る
。
筆
者
が
参
加
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
も
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
参
加
し
、
ス
タ
ン

フ
ォ
ー
ド
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
所
属
す
る

Com
ello

氏
が
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
の

変
革
に
つ
い
て
の
プ
レ
ゼ
ン
を
行
う
な
ど
活
況
だ
っ
た
。

日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
業
に
は
、
欧
州
企
業
ほ
ど
の
エ

コ
シ
ス
テ
ム
構
築
の
動
き
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
が
、
前
向

き
な
動
き
が
少
し
ず
つ
見
ら
れ
出
し
て
い
る
。
東
京
電
力

の
、
イ
ノ
ジ
ー
社
ら
と
連
携
し
たFree Electrons

と
い

う
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
す
る
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
催
や
、
中
部

電
力
と
東
京
ガ
ス
のW

estly G
roup

、
関
西
電
力
の

Scrum
 Ventures

、
大
阪
ガ
ス
のW

iL
と
い
っ
た
シ
リ

コ
ン
バ
レ
ー
現
地
の
Ｖ
Ｃ
（
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
）
へ

の
出
資
な
ど
で
あ
る
。

日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
業
は
、
図
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の

ビ
ジ
ネ
ス
展
開
を
整
理
し
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
化
し
た
も
の
）
に

示
し
た
よ
う
に
、
左
上
の
日
本
市
場
で
行
っ
て
き
た
伝
統

的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
厳
し
い
状
況
か
ら
、
そ
れ

を
海
外
市
場
へ
の
展
開
に
つ
な
げ
る
と
同
時
に
、
日
本
市

場
に
お
け
る
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
開
発
や
、

異
分
野
の
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
に
乗
り
出
し
て
き
て
い
る
。
日

本
の
市
場
・
競
争
環
境
や
企
業
文
化
な
ど
を
理
解
し
つ
つ

シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
優
良
な
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
提
供
す
る
現
地
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
の
協
業
は
、
各
社

が
こ
の
よ
う
な
ヒ
ッ
ト
を
持
続
的
に
生
み
出
す
エ
コ
シ
ス

テ
ム
構
築
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
成
功
の
鍵
と
な

る
。変

化
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
昨
今
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
波
に

上
手
く
乗
る
た
め
に
は
、
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
界
に

と
っ
て
も
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
先
端
的

な
地
域
に
お
け
る
良
質
な
関
係
性
、
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

█図：エネルギー産業のビジネス展開を整理するフレームワーク

シリコンバレーの中心とも言えるスタンフォード大学で教鞭を執るComello氏によるプレゼン。
グーグルやアマゾンの商品を、エネルギー業界におけるデジタル化の事例として紹介している。

伝統的な
エネルギービジネス

（sell electricity,gas,oil,etc.）

日本市場

海外市場

新しい
エネルギービジネス

（VPP,DR,EV management,etc.）

異分野の関連ビジネス
（smart home & city,mobility,etc.）

新しい作業環境

事業開発中

事業開発中
多様な会社の
参入・協働

スタートアップ
などへの投資

事業開発中
スタートアップ
などとの協働

LP［＊3］としてVC
などへの投資

（新情報・協働先探し）
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「高齢社会２０３０を考える会」第３回（2019年8月20日開催）
で講演する著者

う
研
究
も
あ
る
［
＊
5
］。
し
か
し
、
Ｆ
Ｂ
上
の
友
達
が
多

け
れ
ば
長
生
き
す
る
と
い
う
単
純
な
話
で
は
な
く
、
現
実

世
界
で
友
達
と
の
関
係
が
深
く
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
友
達

も
適
度
に
多
い
グ
ル
ー
プ
が
最
も
長
生
き
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た
。

Ｆ
Ｂ
に
限
ら
ず
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
人

間
関
係
は
、
現
実
の
つ
な
が
り
を
補
完
す
る
、
あ
る
い
は

す
で
に
あ
る
実
際
の
つ
な
が
り
を
強
化
す
る
働
き
は
あ
れ

ど
、
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
依
存
し
過
ぎ
な
い

方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
連
の
研
究
は
、
S
N
S

に
は
良
い
面
も
悪
い
面
も
、
そ
し
て
限
界
も
あ
る
と
い
う

こ
と
を
覚
え
て
お
い
た
方
が
よ
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

弱
い
つ
な
が
り
が
大
事

こ
こ
ま
で
、
つ
な
が
り
と
健
康
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、「
結
局
、
ど
う
い
う
つ
な
が
り
を
持
て
ば
よ

い
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
持
つ
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
こ

の
質
問
へ
の
回
答
は
簡
単
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
つ

な
が
り
が
及
ぼ
す
健
康
へ
の
影
響
は
各
人
の
状
況
や
特
性

に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
、
そ
の
た
め
、
飲
酒
量
や
運
動

量
の
よ
う
に
、「
こ
の
く
ら
い
な
ら
Ｏ
Ｋ
」
と
結
論
付
け

に
く
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
も
い
え
る
こ
と
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
多
様
な
つ
な
が
り
の
選

択
肢
を
持
ち
、
そ
の
時
の
自
分
に
と
っ
て
居
心
地
の
よ
い

関
係
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

加
え
て
、「
弱
い
つ
な
が
り
」
を
持
つ
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

私
た
ち
が
持
つ
つ
な
が
り
の
構
造
を
見
え
る
化
す
る
方

法
の
一
つ
に
、「
社
会
的
コ
ン
ボ
イ
モ
デ
ル
」
と
い
う
も

の
が
あ
る
（
図
2
）。
中
心
に
近
い
ほ
ど
身
近
で
あ
っ
た
り

考
え
方
が
似
て
い
た
り
と
、
長
期
に
わ
た
り
安
定
し
た
関

係
に
あ
る
存
在
が
置
か
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
人
と
の
関
係

は
、「
強
い
つ
な
が
り
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

つ
な
が
り
が
私
た
ち
の
健
康
を
左
右
す
る

私
た
ち
の
健
康
は
、
運
動
や
食
事
な
ど
、
日
常
の
行
動

に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
れ
ら
の
行
動

は
、
人
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
通
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
う
ち
に
周
囲
の
人
々
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。

２
０
１
０
年
に
発
表
さ
れ
た
メ
タ
分
析
［
＊
1
］（
同
じ
テ
ー

マ
を
扱
っ
て
い
る
研
究
を
集
め
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
統
合
し
て

結
論
を
出
す
方
法
）
で
は
、
禁
煙
、
適
度
な
飲
酒
、
運
動

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
健
康
的
な
生
活
習
慣
」
よ
り
も
、
社

会
と
の
つ
な
が
り
が
多
い
こ
と
の
方
が
死
亡
リ
ス
ク
が
低

い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
1
）。

人
間
は
「
社
会
的
生
き
物
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
私

た
ち
は
多
か
れ
少
な
か
れ
誰
か
と
何
か
し
ら
の
つ
な
が
り

を
持
っ
て
生
き
て
い
る
。
最
近
の
健
康
づ
く
り
の
現
場
で

は
、
そ
う
い
っ
た
つ
な
が
り
を
う
ま
く
活
か
し
た
り
補
っ

た
り
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
健
康
に
な
れ
る
よ
う
な
仕
組

み
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
の
日
本
人
は
決
し
て
つ
な
が
り
に
恵

ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開

発
機
構
）
の
調
査
［
＊
2
］
で
は
、
対
象
と
な
っ
た
21
加
盟

国
中
、
日
本
は
２
番
目
に
社
会
的
孤
立
者
の
割
合
が
高

か
っ
た
。
日
本
人
の
近
所
付
き
合
い
の
程
度
の
変
遷
を
み

て
み
る
と
、
今
か
ら
50
年
ほ
ど
前
は
多
く
の
人
が
密
な
付

き
合
い
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
そ
う
い
っ
た

人
は
ご
く
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
豊
か

だ
っ
た
日
本
人
の
つ
な
が
り
は
、
時
代
と
と
も
に
徐
々
に

希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
つ
な
が
り
が
少
な
い
日
本
人
は
つ
な
が
り
に
対

し
て
ど
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る

調
査
［
＊
3
］
で
は
、「
多
く
の
人
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
な

く
て
も
、
気
の
合
っ
た
仲
間
さ
え
わ
か
っ
て
く
れ
れ
ば
よ

い
」
と
い
う
質
問
に
「
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
者
の
割

合
は
、
10
代
、
20
代
の
若
年
層
で
約
８
割
、
50
代
、
60
代

で
も
６
〜
７
割
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
割
合
は
、
性
別
や
年

代
を
問
わ
ず
、
２
０
０
０
年
以
降
増
加
傾
向
に
あ
る
。

こ
れ
は
人
間
関
係
の
内
輪
志
向
を
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
内
輪
志
向
が
日
本
人
の
社
会
的
な
つ
な
が

り
の
少
な
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
日
本

人
は
、
絆
や
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
意
識
は

強
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
声
を
掛
け
る
と
迷
惑
じ
ゃ

な
い
だ
ろ
う
か
」「
事
情
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
そ
っ
と

２
０
０
０
人
を
対
象
に
し
た
調
査
［
＊
4
］
で
は
、
Ｆ
Ｂ
上

の
友
達
の
平
均
は
１
５
０
人
ほ
ど
で
、
そ
の
う
ち
親
し
い

間
柄
の
友
人
は
13
・
６
人
、
す
ご
く
落
ち
込
ん
だ
時
に
ア

ド
バ
イ
ス
や
同
情
を
し
て
く
れ
そ
う
な
人
は
４
・
６
人

だ
っ
た
。
し
か
し
面
白
い
こ
と
に
、
Ｆ
Ｂ
上
の
友
達
が

１
０
０
０
人
以
上
の
と
て
も
多
い
人
で
あ
っ
て
も
、
親
し

い
友
人
や
ア
ド
バ
イ
ス
・
同
情
を
し
て
く
れ
る
人
の
数
は
、

全
体
の
平
均
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

相
手
を
十
分
に
理
解
し
、
関
係
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る

に
は
、
あ
る
程
度
の
時
間
と
コ
ス
ト
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
た
と
え
Ｆ
Ｂ
友
達
が
多
く
て
も
、
全
て
の
関
係

を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
実

際
に
機
能
す
る
相
手
は
一
部
に
限
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

Ｆ
Ｂ
で
の
友
達
数
が
多
い
人
ほ
ど
死
亡
率
が
低
い
と
い

し
て
お
い
て
あ
げ
た
方
が
よ
さ
そ
う
」
な
ど
、
相
手
の
こ

と
を
推
し
量
る
あ
ま
り
、
い
ざ
つ
な
が
り
を
つ
く
る
と
な

る
と
遠
慮
し
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
。
日
本
人
の
良
さ
で
は

あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
社
会
的
孤
立
を
増
や
し
た
り
、
サ

ポ
ー
ト
を
得
る
機
会
を
少
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は

残
念
で
も
あ
る
。

S
N
S
で
の
つ
な
が
り

現
代
の
つ
な
が
り
を
語
る
上
で
、
い
ま
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
存

在
を
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
「
バ
ー

チ
ャ
ル
つ
な
が
り
」
は
ど
う
い
っ
た
影
響
を
持
つ
の
だ
ろ

う
か
。

例
え
ば
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
（
以
下
、
Ｆ
Ｂ
）。
イ
ギ
リ

ス
の
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
よ
く
利
用
す
る

█図1：ライフスタイル別での長寿への影響の比較

数字は、死亡率の低さに与える影響の大きさを表す。
ゼロの場合、影響がないことを意味する。

「本人」が様々な人と関わりながら人生を乗り切っていく様を
コンボイ（母艦と護衛艦からなる護送船団）になぞらえている。

出典／ Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: A 
meta-analytic review. PLoS Medicine 2010; 7(7) : e1000316.（論文より著者がグラフを作成）

社会とのつながりの
種類や量が多い

社会とのつながりを介して
受け取る支援が多い

タバコを吸わない

アルコールを飲みすぎない

運動する

太りすぎない
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█図2：社会的コンボイモデル

本人

長期にわたり安定し、
もはや役割に依存しない

コンボイの成員

役割関係に直接結びついており、役割の変化に
最も影響を受けやすいコンボイの成員

やや役割に関連しており、時間の経過に伴って
変化する可能性のあるコンボイの成員

特に親密な
家族 親友隣人

上司

専門家

同僚 親しい親族

配偶者
家族、親族 友人

（職場や近所の
親しい友人など）

社
会
と
の
紐
帯（
つ
な
が
り
）は
、
高
齢
期
に
お
い
て
こ
そ
重
要
な
意
味
を
持
ち
、

そ
の
有
無
が
、
心
身
の
健
康
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
―
―
。

「
高
齢
社
会
２
０
３
０
を
考
え
る
会
」
第
３
回
で
も
解
説
さ
れ
た

東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
の
村
山
洋
史
特
任
講
師
の
提
言
が
、

高
齢
社
会
を
変
え
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

弱
い
紐ち

ゆ

う

帯た

い

の
強
み

―
―
こ
れ
か
ら
の
つ
な
が
り
づ
く
り
を
考
え
る

村
山
洋
史 

M
urayam

a H
iroshi

む
ら
や
ま
・
ひ
ろ
し

東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
特
任
講
師
。
１
９
７
９
年
、
三
重
県
生

ま
れ
。
専
門
は
、
公
衆
衛
生
学
、
老
年
学
。
２
０
１
５
年
に
公
益
財
団
法
人

長
寿
科
学
振
興
財
団
長
寿
科
学
賞
を
受
賞
。
著
書
に
﹃「
つ
な
が
り
」
と
健

康
格
差
―
―
な
ぜ
夫
と
別
れ
て
も
妻
は
変
わ
ら
ず
健
康
な
の
か
﹄︵
ポ
プ
ラ
新

書
︶
が
あ
る
。
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し
か
し
、
移
住
ま
で
は
踏
み
切
れ
な
い
人
が
多
い
現
実
を

踏
ま
え
る
と
、
何
か
の
形
で
地
域
に
関
心
や
関
わ
り
を

持
っ
て
く
れ
る
人
を
集
め
る
と
い
う
試
み
は
、
地
域
活
性

化
の
た
め
の
大
事
な
選
択
肢
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
述
の
白
川
郷
の
取
り
組
み
は
関
係
人
口
拡
大
の
取
り
組

み
と
い
え
る
。
ま
た
、
つ
な
が
り
の
文
脈
で
考
え
る
と
、

関
係
人
口
は
ま
さ
に
地
域
に
お
け
る
弱
い
つ
な
が
り
を
増

や
す
取
り
組
み
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

関
係
人
口
を
増
や
す
取
り
組
み
と
と
も
に
重
要
に
な
る

の
が
、
も
と
か
ら
そ
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
地
元
住
民
と

の
調
和
だ
ろ
う
。
同
じ
地
域
で
生
活
や
活
動
を
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
大
な
り
小
な
り
交
わ
り
は
起
こ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
時
に
、
相
手
の
こ
と
を
受
け
入
れ
、
理
解
し

合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
交
わ
り
の
質
に
影
響
し
て
く

る
。
こ
の
互
い
の
受
け
入
れ
や
理
解
を
促
す
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

地
元
住
民
は
、
多
く
の
場
合
そ
こ
に
家
や
土
地
が
あ
る

か
ら
そ
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
（
例
え
ば
、
そ
の
地
域
に
生

ま
れ
た
か
ら
、
あ
る
い
は
嫁
い
だ
か
ら
、
そ
こ
で
生
活
を
続
け

て
い
る
）。
一
方
の
関
係
人
口
は
、
そ
の
地
域
に
関
心
や

ゆ
か
り
が
あ
り
、
関
わ
る
こ
と
へ
の
明
確
な
動
機
を
持
っ

て
い
る
。
同
じ
地
域
に
関
与
し
て
い
る
に
し
て
も
そ
の
動

機
が
全
く
異
な
る
こ
の
二
者
が
互
い
に
受
け
入
れ
や
理
解

を
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
「
理
由
」
が
必
要
に
な
る
。

逆
を
い
え
ば
、「
理
由
」
が
あ
れ
ば
、
人
は
つ
な
が
る

き
っ
か
け
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
弱
い
つ
な
が
り
は
役

割
や
状
況
に
依
存
す
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
役
割
や
状
況

を
作
り
出
せ
ば
弱
い
つ
な
が
り
は
構
築
で
き
る
の
で
あ
る
。

再
び
白
川
郷
の
例
に
戻
る
。
世
界
遺
産
で
あ
る
白
川
郷

は
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
世
界
中
の
様
々
な
媒
体
で
紹
介

さ
れ
、
国
内
外
問
わ
ず
毎
年
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
訪
れ

る
。
そ
の
中
に
は
、「
茅
葺
き
の
作
業
を
や
っ
て
み
た
い
」

「
白
川
郷
の
歴
史
を
体
感
し
て
み
た
い
」
と
い
っ
た
思
い

つ
な
が
り
を
通
し
て
様
々
な
サ
ポ
ー
ト
が
授
受
さ
れ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
中
心
か
ら
遠
い
人
、
例
え
ば
形

式
的
な
関
係
性
の
人
や
か
か
り
つ
け
医
と
い
っ
た
専
門
家

な
ど
と
の
つ
な
が
り
は
、
中
心
に
近
い
存
在
の
人
と
の
つ

な
が
り
に
比
べ
る
と
安
定
し
て
お
ら
ず
、
役
割
や
状
況
に

依
存
し
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
人
と
の
つ
な
が
り
は
、
強
い

つ
な
が
り
と
対
比
さ
せ
て
「
弱
い
つ
な
が
り
」
と
表
現
で

き
る
。

ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
の
マ
ー
ク
・
グ
ラ
ノ
ベ
ッ
タ
ー

が
提
唱
し
た
「
弱
い
紐
帯
の
強
み
」（The strength of 

w
eak ties

）
理
論
［
＊
6
］
は
、
こ
の
弱
い
つ
な
が
り
の
重

要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、「
配

偶
者
や
親
友
な
ど
の
強
い
つ
な
が
り
で
は
な
く
、
普
段
関

わ
り
が
少
な
く
関
係
性
が
薄
い
人
と
の
弱
い
つ
な
が
り
の

方
が
、
有
益
で
新
規
性
の
高
い
情
報
を
も
た
ら
す
」
と
い

う
。
例
え
ば
、
家
族
や
親
友
な
ど
の
近
し
い
存
在
の
人
は
、

置
か
れ
た
環
境
が
似
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
生
活
ス
タ
イ

ル
、
価
値
観
、
思
想
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
そ
う
な
る
と
、

そ
の
つ
な
が
り
の
中
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
で
や
り
と
り
さ

れ
る
情
報
は
、
入
手
経
路
も
内
容
も
似
た
よ
う
な
も
の
に

な
る
こ
と
が
多
く
、
実
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
情
報
と
代

わ
り
映
え
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
往
々
に
起
こ
り
得
る
。

対
し
て
、
つ
な
が
り
が
弱
い
人
、
例
え
ば
職
場
で
ち
ょ
っ

と
し
た
会
話
を
す
る
だ
け
の
人
や
昔
の
友
達
な
ど
は
、
自

分
と
は
異
な
る
環
境
に
身
を
置
い
て
い
る
た
め
、
自
分
が

普
段
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
が
な
い
情
報
を
持
ち
、
そ
れ
を

与
え
て
く
れ
る
可
能
性
が
高
い
（
図
3
）。

健
康
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
高
齢
者
を
対
象

に
し
た
研
究
［
＊
7
］
で
は
、
自
分
と
は
異
な
る
背
景
を
持

つ
人
と
の
付
き
合
い
、
つ
ま
り
弱
い
つ
な
が
り
が
多
い
ほ

ど
、
抑
う
つ
に
な
り
に
く
く
、
認
知
機
能
低
下
が
起
こ
り

に
く
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
自
分
と
背
景
が
違
う
人
と

関
わ
る
こ
と
で
、
日
常
生
活
に
い
つ
も
と
違
う
風
が
通
り
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
が
改
善
し
、
そ
う
い
っ
た
関
わ
り
の
中

で
脳
が
刺
激
さ
れ
、
認
知
機
能
低
下
が
抑
制
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

つ
な
が
り
を
つ
く
る
、
強
め
る
と
い
う
と
、
往
々
に
し

て
近
い
人
ど
う
し
で
固
め
が
ち
に
な
る
が
、
逆
に
近
く
な

い
人
と
の
弱
い
つ
な
が
り
も
決
し
て
無
視
で
き
な
い
、
む

し
ろ
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
関
係
が
内
輪
傾

向
の
日
本
人
に
は
、
こ
の
弱
い
つ
な
が
り
が
も
っ
と
必
要

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。

こ
れ
か
ら
の
つ
な
が
り
づ
く
り                                            

―
―
「
高た

か

島し
ま

縁え
ん

人じ
ん

」
を
例
に
し
て

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
人
が
持
つ
つ
な
が
り
は
、

時
代
と
と
も
に
徐
々
に
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

人
々
の
つ
な
が
り
が
緊
密
だ
っ
た
過
去
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
て
、
か
つ
て
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
今
の
時
代
に
合
わ
せ
た
つ
な
が
り
の
仕
組
み
づ
く

り
が
必
要
に
な
る
。

例
え
ば
、
世
界
遺
産
と
し
て
有
名
な
白
川
郷
で
は
、
高

齢
化
に
よ
る
労
働
力
不
足
や
過
疎
化
に
よ
る
人
口
減
少
に

よ
っ
て
、
合
掌
造
り
の
茅
葺
き
作
業
を
担
う
人
材
が
不
足

し
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、

地
域
の
若
者
に
重
労
働
を
担
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
管
理

会
社
を
設
立
し
た
り
、
茅
葺
き
作
業
に
関
心
を
持
つ
外
の

人
を
巻
き
込
む
よ
う
な
取
り
組
み
を
積
極
的
に
行
っ
て
い

る
そ
う
で
あ
る
。
世
界
遺
産
の
白
川
郷
で
さ
え
、
積
極
的

に
時
代
に
合
わ
せ
た
仕
組
み
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る

わ
け
で
あ
り
、
他
の
地
域
で
も
や
っ
て
や
れ
な
い
こ
と
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。

２
０
１
９
年
12
月
、
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
滋
賀
県
高
島

市
（
人
口
約
４
・
8
万
人
）
の
視
察
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

高
島
市
は
、
地
域
活
性
化
に
向
け
て
「
高
島
縁
人
」
を
増

や
す
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』

１
２
１
号
51
頁
参
照
）。
高
島
縁
人
と
は
、
観
光
者
と
定
住

者
の
中
間
の
層
で
あ
り
、
高
島
市
に
何
ら
か
の
縁
や
ゆ
か

り
を
持
つ
人
た
ち
の
総
称
で
あ
る
。

こ
の
中
間
の
層
は
、
一
般
に
は
関
係
人
口
（
移
住
し
た

「
定
住
人
口
」
で
も
な
く
、
観
光
に
来
た
「
交
流
人
口
」
で
も
な

い
、
地
域
や
地
域
の
人
々
と
多
様
に
関
わ
る
人
々
の
こ
と
：
総

務
省
「
関
係
人
口
」
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
よ
り
）
と
呼
ば
れ
る
。

地
方
都
市
は
人
口
減
少
や
高
齢
化
の
歯
止
め
が
き
か
な
い

中
、
移
住
し
て
く
れ
る
人
を
募
集
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
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（
ニ
ー
ズ
）
を
持
つ
人
が
一
定
数
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
方

の
地
元
住
民
に
は
、「
茅
葺
き
作
業
を
手
伝
っ
て
く
れ
る

マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
」
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
存
在
し
て
い
る
。

両
者
の
ニ
ー
ズ
の
合
致
が
関
わ
る
理
由
に
な
り
、
う
ま
い

交
わ
り
が
で
き
て
い
る
。

で
は
、
高
島
市
の
よ
う
な
、
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
“
普
通
の
”
地
域
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

一
つ
に
は
、
そ
の
地
域
の
文
化
や
歴
史
を
通
じ
た
共
同
作

業
の
機
会
が
重
要
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
祭
り
で
あ
る
。

欧
米
諸
国
の
祭
り
と
は
異
な
り
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
祭

り
は
、
そ
の
土
地
土
地
に
根
差
す
も
の
が
多
い
と
い
う
特

徴
を
持
つ
。
古
来
か
ら
人
々
は
祭
り
を
通
し
て
そ
の
地
域

の
文
化
や
歴
史
を
知
り
、
地
域
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
養

い
、
地
域
全
体
の
結
束
力
を
維
持
し
て
き
た
。
例
え
ば
、

有
名
な
大
阪
・
岸
和
田
の
だ
ん
じ
り
祭
で
は
、
地
域
の
老

若
男
女
が
分
け
隔
て
な
く
祭
り
と
い
う
目
的
に
対
し
て
没

頭
し
、
祭
り
を
通
し
て
そ
の
土
地
の
文
化
や
伝
統
、
し
き

た
り
な
ど
の
世
代
間
継
承
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。

祭
り
と
い
っ
て
も
、
長
い
歴
史
が
あ
る
も
の
か
ら
そ
う

で
な
い
も
の
、
大
規
模
な
も
の
か
ら
小
規
模
な
も
の
ま
で

色
々
あ
る
。
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
共
同
で
作
業
す
る
と

い
う
過
程
で
あ
り
、
祭
り
の
特
性
自
体
で
は
な
い
。
ど
ん

な
祭
り
で
あ
っ
て
も
、
地
域
住
民
と
関
係
人
口
が
交
わ
る

「
理
由
」
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

関
係
人
口
を
増
や
す
こ
と
の
先
に
、
地
元
住
民
と
関
係

人
口
と
の
調
和
が
う
ま
く
な
さ
れ
て
く
れ
ば
、
つ
な
が
り

づ
く
り
、
あ
る
い
は
地
域
活
性
化
の
ヒ
ン
ト
や
あ
る
べ
き

姿
が
見
え
て
く
る
気
が
す
る
。

ま
と
め

本
稿
の
前
半
で
は
、
つ
な
が
り
と
健
康
に
関
す
る
知
見

を
概
観
し
、
弱
い
つ
な
が
り
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。

関
係
性
に
、
０
か
１
０
０
か
の
極
端
を
求
め
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
中
間
く
ら
い
の
お
互
い
に
い
い
意
味
で
探
り
合

う
よ
う
な
距
離
感
も
大
事
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
弱
い
つ

な
が
り
は
、
そ
の
時
々
の
役
割
や
状
況
に
依
存
し
、
あ
る

意
味
で
不
安
定
で
緊
張
感
の
あ
る
関
係
性
と
も
い
え
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
弱
い
つ
な
が
り
を
築
く
際
に
は
、
細
心
の

配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
後
半
で
紹
介
し
た
高
島
縁
人
の
取

り
組
み
は
、
ま
さ
に
地
域
で
の
弱
い
つ
な
が
り
を
増
や
す

試
み
で
あ
る
が
、
成
り
行
き
を
自
然
に
任
せ
る
の
で
は
な

く
、
綿
密
な
仕
掛
け
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

「
地
元
住
民
と
関
係
人
口
と
が
ど
う
や
っ
て
融
合
し
て
い

け
る
の
か
」「
そ
の
融
合
が
住
む
人
の
健
康
や
幸
福
感
、

生
活
の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
：Q

uality of Life

）
に
ど
う
い
う
影

響
を
及
ぼ
す
の
か
」
な
ど
、
高
島
縁
人
を
め
ぐ
っ
て
起
こ

り
得
る
現
象
へ
の
興
味
は
尽
き
な
い
。
ま
た
、
い
い
意
味

で
“
普
通
の
”
地
域
で
あ
る
高
島
市
の
取
り
組
み
は
、
人

口
減
少
や
高
齢
化
に
直
面
し
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
他
の
地

域
の
問
題
解
決
に
も
直
結
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
高
島
縁

人
の
今
後
に
注
目
し
た
い
。

█図3：「弱い紐帯の強み」理論のイメージ

自分が属するコミュニティと
別のコミュニティを結ぶ

自分が普段接しないような
人が集まっている
普段はあまり触れない
情報がやりとりされている

自分と似たような
人が集まっている
同じような情報が
やりとりされている
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「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」

初
の
海
外
公
演

日
本
文
化
に
関
す
る
情
報
発
信
の
拠
点

と
し
て
2
0
0
9
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

に
設
立
さ
れ
た
在
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
日
本
国

大
使
館
ジ
ャ
パ
ン
・
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・

セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
J
C
C
）。
日
本
を
紹

介
す
る
機
関
と
し
て
、
伝
統
文
化
や
芸
術

を
は
じ
め
、
食
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
建

築
、
科
学
技
術
、
ア
ニ
メ
・
漫
画
・

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
の
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
の
文
化

を
紹
介
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
る
。

そ
の
Ｊ
Ｃ
Ｃ
が
2
0
1
9
年
の
設
立

10
周
年
を
記
念
し
て
10
月
に
開
催
し
た
の

が
、
人
形
浄
瑠
璃
・
文
楽
の
公
演
だ
。
17

世
紀
の
大
坂
で
生
ま
れ
た
文
楽
は
、
ユ
ネ

ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
日

本
を
代
表
す
る
伝
統
芸
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
文
楽
の
公
演
を
行

う
の
は
初
め
て
の
こ
と
。
そ
こ
で
、
文
楽

に
馴
染
み
の
な
い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
方
に

語
り
べ
シ
ア
タ
ー 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
公
演
報
告

―
― 
文
楽
を
通
し
て
、大
阪
・
上
方
の
歴
史
と
文
化
を
紹
介

ま
ち
の
歴
史
や
文
化
を
物
語
と
し
て
編
集
し
、
音
楽
と
映
像
を
交
え
た
語
り
で
伝
え
る「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」。

活
動
を
始
め
て
か
ら
25
年
を
経
た
2
0
1
9
年
9
月
、

2
日
間
に
わ
た
る
初
の
海
外
公
演
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
実
施
し
た
。

現
地
の
観
客
か
ら
大
き
な
反
響
を
得
た
公
演
の
様
子
を
紹
介
す
る
。

力強い音色を奏でた篠笛奏者の未波さんと音楽監督・ピアニスト
の宮川真由美さん。

英語と大阪弁でプレゼンテーションを行う栗本智代研究員。

「語りべシアター」初の海外公演が行われたシンガポール。

語りべシアター　シンガポール公演
「文楽の魅力とその舞台」

日時　　 2019年9月25日 19：00 ～ 20：30
　　　                 9月26日 18：30 ～ 20：00

場所　　日本人会オーディトリウム（25日）
　　　　JCC内 小ホール（26日）

登壇者　栗本智代（CEL）

共演者　宮川真由美（ピアニスト）
              未波（篠笛奏者）

主催　　Japan Creative Centre（ＪＣＣ）

ＪＣＣ設立10周年を記念した文楽公演のプレイベ
ントとして開催。「文楽の魅力とその舞台」と題し、
文楽を育んだ大阪・上方の魅力やエピソードととも
に、文楽の代表的な作品『曾根崎心中』の内容を、

「語りべシアター」の形式を交えて紹介した。

よ
り
味
わ
い
深
く
鑑
賞
し
て
も
ら
う
た
め
、

記
念
公
演
に
先
立
ち
、
文
楽
の
見
方
や
魅

力
、
文
楽
が
生
ま
れ
た
時
代
背
景
を
、

「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
の
公
演
手
法
を
活

用
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
に
と
っ
て
も
、
海

外
公
演
は
初
の
試
み
。
今
回
は
、
大
阪
ガ

ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所

（
C
E
L
）
の
栗
本
智
代
研
究
員
、
ピ
ア
ニ

ス
ト
の
宮
川
真
由
美
さ
ん
、
現
地
在
住
の

能
楽
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
で
篠
笛
奏
者
の
未
波

さ
ん
の
3
人
で
公
演
に
臨
ん
だ
。

文
楽
の
魅
力
を

ど
の
よ
う
に
伝
え
る
か
？

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
親
日
の
国
で
、
街
中

の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
日
本
食
や
日
本
の

ブ
ラ
ン
ド
を
目
に
す
る
。
多
く
の
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
人
が
何
度
も
日
本
へ
旅
行
し
、
テ

レ
ビ
で
は
日
本
を
訪
れ
る
旅
行
番
組
が
放

送
さ
れ
、
タ
ク
シ
ー
に
乗
れ
ば
日
本
語
を

話
す
ド
ラ
イ
バ
ー
に
出
会
う
…
…
と
い
う

具
合
に
、
日
本
文
化
が
日
常
に
溶
け
込
ん

で
い
る
国
で
あ
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
今
ま
で
に
、
歌
舞

伎
、
能
楽
、
狂
言
な
ど
の
日
本
の
伝
統
芸

能
が
上
演
さ
れ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
日

本
人
で
あ
っ
て
も
難
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
あ

る
文
楽
を
ど
の
よ
う
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人

に
伝
え
る
の
か
？　

そ
れ
が
、
今
回
の
大

き
な
課
題
で
あ
っ
た
。「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

の
お
客
さ
ま
が
ど
の
程
度
、
日
本
や
大
阪

の
歴
史
、
伝
統
芸
能
に
興
味
が
あ
る
の
か

全
く
予
想
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
、

栗
本
研
究
員
も
当
初
の
不
安
を
振
り
返
る
。

地
元
関
西
で
の
公
演
で
も
、
わ
か
り
や
す

く
伝
え
る
た
め
の
創
意
工
夫
に
時
間
を
か

け
て
い
る
そ
う
だ
。

そ
こ
で
今
回
の
公
演
で
は
、
ほ
と
ん
ど

の
観
客
が
日
本
や
大
阪
に
関
し
て
、
予
備

知
識
も
土
地
勘
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う

前
提
の
も
と
、
準
備
を
進
め
た
。

公
演
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
で

積
み
上
げ
て
き
た
素
材
を
、
今
回
の
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
公
演
用
に
ア
レ
ン
ジ
。
試
行
錯

誤
を
重
ね
て
日
本
語
原
稿
か
ら
作
成
し
、

英
語
翻
訳
、
公
演
用
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

作
成
な
ど
を
含
め
、
約
５
カ
月
に
も
及
ぶ

準
備
期
間
を
要
し
た
。

第
1
部　
ス
ピ
ー
チ

「
文
楽
の
魅
力
と
そ
の
舞
台
」

公
演
初
日
は
、
日
本
人
会
に
あ
る

2
0
0
人
収
容
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
、

2
日
目
は
演
者
と
観
客
の
距
離
が
近
い
、

J
C
C
内
の
小
ホ
ー
ル
に
て
行
わ
れ
た
。

両
日
と
も
に
、
会
場
は
ほ
ぼ
満
席
。
来
場

者
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

在
住
の
欧
米
人
・
日
本
人
と
い
う
国
際
色

豊
か
な
顔
ぶ
れ
と
な
っ
た
。

公
演
は
英
語
ス
ピ
ー
チ
と
「
語
り
べ
シ
ア

タ
ー
」
の
2
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
1

部
で
は
、「The Charm

 and Background 
of Bunraku 

（
文
楽
の
魅
力
と
そ
の
舞
台
）」

と
題
し
、
文
楽
と
は
何
か
、
そ
の
ル
ー
ツ

や
時
代
背
景
、
テ
ー
マ
、
ス
ト
ー
リ
ー
に

つ
い
て
、
栗
本
研
究
員
に
よ
る
英
語
で
の

ス
ピ
ー
チ
と
映
像
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
が
行
わ
れ
た
。

前
半
は
、
文
楽
の
起
源
や
特
徴
と
、
文

楽
の
土
壌
と
な
っ
た
大
坂
の
ま
ち
に
つ
い

て
の
解
説
か
ら
始
ま
っ
た
。
文
楽
が
広
ま

り
始
め
た
江
戸
期
の
大
坂
は
、
日
本
全
体

の
富
の
7
割
が
集
結
す
る
ほ
ど
、
商
業
的

に
栄
え
た
ま
ち
だ
っ
た
。
大
坂
中
が
運
河

で
結
ば
れ
、「
水
の
都
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
た
。
あ
ら
ゆ
る
物
資
が
大
坂
に
運
び
込

ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
大
坂
か
ら
広

が
り
発
展
し
て
い
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の
よ

う
な
点
は
現
在
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
似
て

い
る
、
と
栗
本
研
究
員
は
指
摘
し
た
。
ま

た
、
異
な
る
才
能
を
持
つ
プ
ロ
た
ち
が
協

Rum
i Sakurai

＝
取
材

米
田
茉
衣
子
＝
構
成
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上／ 1日目の公演が行われた日本人会オーディトリウム。第1部「文楽の魅力とその
舞台」では、映像を交えながら、文楽のルーツや時代背景を英語で解説した。
中／「語りべシアター」形式で上演した、第2部「曾根崎心中ものがたり」。
下／ 200人収容のホールが満席になるほど、多くの観客が詰めかけた。

2日目のJCC内小ホールにおける公演の模様。

上演後はファシリテーターの方とともに活発な質疑応答が行われた。

力
す
る
こ
と
で
新
た
な
価
値
を
創
出
す
る
、

と
い
う
風
土
が
大
坂
に
は
あ
り
、
文
楽
の

三
位
一
体
（
太
夫
、
三
味
線
弾
き
、
人
形
遣

い
）
は
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
と
続
け
た
。

後
半
で
は
、
近
松
門
左
衛
門
が
文
楽
の
新

境
地
を
開
拓
し
、
一
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起

こ
し
た
こ
と
に
ふ
れ
、
最
後
に
、「
語
り

べ
シ
ア
タ
ー
」
の
活
動
を
地
域
へ
広
げ
る

試
み
に
つ
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
た
。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
特
に

興
味
深
か
っ
た
の
は
、
近
松
門
左
衛
門
と

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
比
較
だ
。
栗
本
研
究

員
は
近
松
門
左
衛
門
を
「
日
本
の
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
」
と
紹
介
し
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
は
か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
領
だ
っ
た
た
め
、

イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家
で
あ
る
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
に
と
っ
て
も
馴

染
み
が
深
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
近
松

も
、
実
社
会
で
の
道
徳
や
倫
理
観
を
作
品

に
取
り
入
れ
た
と
い
う
部
分
で
類
似
点
が

あ
る
。
今
回
の
公
演
で
上
演
し
た
近
松
の

『
曾
根
崎
心
中
』
が
、
同
じ
く
悲
恋
を
描

い
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ロ
ミ
オ
と

ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
に
似
て
い
る
、
と
感
じ

た
観
客
も
い
た
よ
う
だ
。

第
2
部　
語
り
べ
シ
ア
タ
ー

「
曾
根
崎
心
中
も
の
が
た
り
」

第
2
部
は
、
語
り
と
生
演
奏
、
映
像
に

よ
る
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
形
式
で
上
演

さ
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
は
「Story of "Love 

Suicide at Sonezaki"

（
曾
根
崎
心
中
も

の
が
た
り
）」。
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
宮
川
さ
ん

と
篠
笛
奏
者
の
未
波
さ
ん
に
よ
る
「Rasa 

Sayang

（
ラ
サ
サ
ヤ
ン
）」
の
演
奏
で
幕
を

開
け
た
。
こ
の
曲
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人

で
あ
れ
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る
、
日
本
の

童
謡
の
よ
う
な
曲
。
篠
笛
の
高
ら
か
な
音

色
と
ピ
ア
ノ
の
優
し
い
伴
奏
に
癒
や
さ
れ

て
い
る
と
、
突
然
、
篠
笛
の
音
色
が
力
強

く
転
調
。
思
わ
ず
背
筋
が
伸
び
た
。

栗
本
研
究
員
が
解
説
を
交
え
な
が
ら
大

阪
弁
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
り
、
ス
ク
リ
ー

ン
に
は
英
語
の
説
明
が
付
い
た
映
像
が
流

さ
れ
た
。
徳
兵
衛
、
お
初
、
九
平
次
…
…

そ
れ
ぞ
れ
の
役
を
演
じ
分
け
る
語
り
に
、

観
客
も
「
曾
根
崎
心
中
」
の
世
界
に
引
き

込
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

お
初
が
徳
兵
衛
を
心
中
に
誘
う
場
面
で

は
、
会
場
全
体
に
緊
張
感
が
は
し
っ
た
。

生
き
て
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
苦
し
み
や

屈
辱
が
あ
り
、
そ
こ
に
愛
情
が
絡
ま
る
こ

と
で
心
中
は
成
立
し
た
と
い
う
。
お
初
と

徳
兵
衛
の
場
合
は
「
男
女
の
愛
情
」
だ
け

が
原
因
で
は
な
く
、
無
実
を
証
明
で
き
な

い
徳
兵
衛
の
気
の
弱
さ
や
、
遊
女
と
い
う

お
初
の
苦
し
い
立
場
な
ど
が
相
ま
っ
て

「
死
」
の
決
意
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
解
説

さ
れ
た
。

栗
本
研
究
員
が
作
曲
し
た
歌
が
切
な
く

響
き
、
徳
兵
衛
と
お
初
が
死
に
場
所
に
向

か
う
た
め
の
「
道
行
」
の
ル
ー
ト
を
当
時

の
地
図
と
現
在
の
大
阪
の
写
真
を
照
ら
し

合
わ
せ
な
が
ら
映
像
で
辿
っ
た
。
彼
ら
が

歩
い
た
道
の
り
は
、
今
で
は
繁
華
街
や
幹

線
道
路
に
な
り
、
当
時
の
川
は
埋
め
立
て

ら
れ
、
面
影
す
ら
な
い
の
だ
が
、
不
思
議

と
ふ
た
り
が
暗
闇
の
中
を
歩
く
情
景
が
イ

メ
ー
ジ
で
き
た
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
、
天
神
の
森
で
の
心

中
シ
ー
ン
。
語
り
は
熱
を
増
し
、
ピ
ア
ノ

の
伴
奏
の
ス
ピ
ー
ド
感
、
篠
笛
の
力
強
い

音
色
は
差
し
迫
る
も
の
が
あ
り
、
手
に
汗

を
握
る
迫
真
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
っ

た
。本

公
演
は
、
語
り
と
音
楽
と
い
う
シ
ン

プ
ル
な
構
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
終

わ
っ
た
後
は
ま
る
で
映
画
や
演
劇
を
鑑
賞

し
た
か
の
よ
う
な
満
足
感
が
あ
り
、
改
め

て
「
語
り
」
の
凄
さ
を
実
感
し
た
。

最
後
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
建
国
記
念

日
の
式
典
な
ど
で
も
歌
わ
れ
る
曲

「H
om

e

」
の
演
奏
で
、
公
演
が
終
了
。

両
日
と
も
、
拍
手
喝
采
で
幕
を
閉
じ
た
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
公
演

観
客
の
声
を
通
じ
て

公
演
終
了
後
は
、
感
想
や
質
疑
応
答
の

時
間
。
観
客
か
ら
は
「
大
変
わ
か
り
や
す

く
、
素
晴
ら
し
か
っ
た
」「
感
動
し
た
」

と
い
う
感
想
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
今
回

の
公
演
の
内
容
は
ど
の
よ
う
に
調
べ
、
準

備
・
制
作
さ
れ
た
の
か
と
強
く
興
味
を
示

す
質
問
も
あ
っ
た
。「
心
中
」
や
、
現
代

社
会
の
「
自
殺
問
題
」
に
ま
で
言
及
す
る

観
客
も
い
た
。

ピ
ア
ニ
ス
ト
の
宮
川
さ
ん
が
、
劇
中
の

曲
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
代
表
す
る
2
曲
以

外
、
全
て
即
興
の
演
奏
だ
っ
た
と
明
か
し

た
と
こ
ろ
、
観
客
か
ら
驚
き
の
歓
声
と
拍

手
が
湧
き
起
こ
っ
た
。
篠
笛
を
演
奏
し
た

未
波
さ
ん
に
よ
る
楽
器
の
紹
介
も
あ
っ
た
。

本
公
演
で
は
、
強
い
音
を
特
徴
と
し
、
能

で
使
わ
れ
る
「
能
管
」、
ソ
フ
ト
な
音
色

で
、
祭
り
な
ど
で
使
わ
れ
る
「
篠
笛
」
の

2
種
類
、
合
計
4
本
の
笛
を
シ
ー
ン
に
合

わ
せ
て
使
い
分
け
て
い
た
そ
う
だ
。

J
C
C
の
杉
田
明
子
所
長
は
「
お
客

さ
ま
の
拍
手
が
こ
れ
ま
で
の
催
し
と
比
べ

て
も
格
段
に
大
き
か
っ
た
」
と
成
功
を
喜

ん
だ
。

公
演
の
前
後
、
観
客
に
本
公
演
に
興
味

を
持
っ
た
き
っ
か
け
や
公
演
の
感
想
を

伺
っ
た
。

日
本
の
大
手
広
告
会
社
で
勤
務
経
験
が

あ
る
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
の
パ
ト
リ
ッ
ク

さ
ん
は
、「『
曾
根
崎
心
中
』
は
悲
し
い
恋

の
話
だ
ね
。
即
興
の
音
楽
が
エ
ネ
ル
ギ
ッ

シ
ュ
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
ピ
ッ
タ
リ
合
っ

て
い
た
よ
！
」
と
興
奮
気
味
に
話
し
た
。

同
じ
く
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
の
ア
ン
ジ
ー

さ
ん
は
、
以
前
日
本
旅
行
で
文
楽
を
観
て
、

生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
人
形
を
動
か
す

人
形
遣
い
に
感
動
し
た
そ
う
だ
。「
3
人

で
ひ
と
つ
の
人
形
を
動
か
す
の
が
と
て
も

興
味
深
か
っ
た
。
た
と
え
話
が
わ
か
ら
な

く
て
も
、
人
形
の
動
き
や
太
夫
の
声
の
表

現
、
三
味
線
の
音
色
で
、
完
全
に
物
語
に

入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
わ
」
と
語
っ
た
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
在
住
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

人
の
メ
レ
ニ
ー
さ
ん
は
、
舞
踊
や
劇
を
は

じ
め
ア
ジ
ア
の
文
化
に
興
味
が
あ
る
そ
う

だ
。
歌
舞
伎
や
能
と
異
な
り
、
人
形
劇
の

文
楽
で
、
ど
の
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
表

現
さ
れ
る
の
か
が
気
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
日
本
の
伝
統
芸
能
は
他
の
ア
ジ
ア
圏
と

も
違
い
、
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
。
日
本
で
何

度
か
歌
舞
伎
や
能
は
観
劇
し
た
け
ど
、
文

楽
は
今
回
が
初
め
て
」
と
翌
月
の
文
楽
公

演
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
。

会
場
で
痛
感
し
た
の
は
、「
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
の
観
客
た
ち
は
、
も
し
か
し
た
ら

一
般
の
日
本
人
よ
り
も
日
本
の
伝
統
文
化

に
関
心
が
強
い
の
か
も
し
れ
な
い
…
…
」

と
い
う
こ
と
。
文
楽
を
は
じ
め
と
し
た
日

本
の
伝
統
芸
能
は
数
百
年
に
及
ぶ
長
い
歴

史
が
あ
り
、
他
の
国
に
は
な
い
唯
一
無
二

の
文
化
だ
。
一
方
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
ま

だ
建
国
54
年
の
若
い
国
で
、
伝
統
文
化
と

い
え
ば
、
中
国
や
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
伝

わ
っ
た
も
の
が
多
く
、
独
自
の
文
化
は
本

当
に
少
な
い
。
今
回
お
話
を
伺
っ
た
ア
ン

ジ
ー
さ
ん
が
、「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
歴
史

が
浅
い
か
ら
、
長
い
歴
史
を
持
つ
日
本
の

伝
統
芸
能
に
興
味
を
持
つ
ん
で
す
」
と

語
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
表
れ
か
も

し
れ
な
い
。

国
際
交
流
や
相
互
理
解
を
促
進
す
る
た

め
に
は
、
ま
ず
は
自
国
の
文
化
に
誇
り
を

持
ち
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
今
回
の
公
演
で
は
、
ス
ピ
ー
チ
や

「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
形
式
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
、
一
見
と
っ
つ
き
に
く
い
地
域

の
歴
史
や
伝
統
文
化
を
伝
え
る
手
法
と
し

て
、
海
外
で
も
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
こ

と
を
実
証
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
経
験

や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
て
、
今
後
も
「
語

り
べ
シ
ア
タ
ー
」
が
国
内
の
地
域
住
民
や

来
街
者
、
訪
日
外
国
人
を
は
じ
め
、
国
外

の
人
び
と
に
向
け
て
も
活
動
を
展
開
し
、

よ
り
広
く
深
く
日
本
の
文
化
を
伝
え
て
い

く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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池
永
寛
明

い
け
な
が
・
ひ
ろ
あ
き

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
顧
問
。
1
9
5
5
年
、

大
阪
市
生
ま
れ
。
82
年
大
阪
ガ

ス
入
社
後
、
天
然
ガ
ス
転
換
部

に
て
人
事
勤
労
、
営
業
部
門
に
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に

関
わ
る
。
日
本
ガ
ス
協
会
に
て
企
画
部
長
と
し
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
制
度
設
計
対
応
を
担
務
。
大
阪
ガ
ス

帰
社
後
、
北
東
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
営
業
部
長
、
近
畿
圏
部

長
を
経
て
2
0
1
6
年
に
同
研
究
所
所
長
に
。

2
0
1
9
年
よ
り
現
職
。

「
上
町
台
地 

今
昔
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

で
得
ら
れ
た
成
果

「
私
た
ち
が
考
え
る
万
博
」
連
載
第
１
回
で
は
、
こ

れ
ま
で
大
阪
で
行
わ
れ
た
博
覧
会
の
背
景
を
考
察
し
、

万
博
が
都
市
・
産
業
戦
略
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

第
２
回
は
「
大
阪
・
関
西
万
博
２
０
２
５
に
盛
り

こ
み
た
い
も
の
」
と
し
て
、
史
上
№
１
の
万
博
「
超

万
博
」
に
向
け
た
五
つ
の
考
え
方
を
提
示
し
、
一
過

性
イ
ベ
ン
ト
に
終
わ
ら
せ
な
い
、
次
世
代
に
夢
と
力

を
与
え
る
万
博
を
目
指
そ
う
と
い
う
願
い
も
掲
げ
ま

し
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
今
後
、「
ど
う
行
動
し
て
い
く

の
か
」
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
回

は
昨
年
C
E
L
が
催
し
た
「
上
町
台
地 

今
昔

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
報
告
を
交
え
て
お

話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
「
映
像
＆
ト
ー
ク 

１
９
０
０
年

パ
リ
万
博
か
ら
、
大
阪
・
関
西
万
博
後
の
百
年

へ 

上
町
台
地
を
視
点
場
に
、
都
市
と
博
覧
会
の
世

紀
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
」
と
題
し
、
都
市
と
博
覧
会
を

再
定
義
し
、
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
試
み
の
場
と
な
る
こ

と
を
目
的
に
開
か
れ
ま
し
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
3
幕
構
成
。
第
1
幕
で
は
、

C
E
L
の
弘
本
由
香
里
研
究
員
が
映
像
資
料
を
駆

使
し
、
1
9
0
0
年
の
パ
リ
万
博
、
さ
ら
に
そ
の

後
の
1
9
0
3
年
第
5
回
内
国
勧
業
博
覧
会
か
ら

1
9
2
5
年
の
大
大
阪
記
念
博
覧
会
を
経
て

1
9
4
8
年
の
復
興
大
博
覧
会
へ
と
続
い
た
、
近

代
都
市
の
形
成
と
戦
災
と
復
興
の
歩
み
を
レ
ビ
ュ
ー

し
ま
し
た
。

第
2
幕
は
、
古
川
武
志
大
阪
市
史
料
調
査
会
調
査

員
に
登
壇
い
た
だ
き
、
大
阪
で
開
か
れ
た
博
覧
会
が

持
つ
意
味
や
、
そ
れ
と
都
市
が
ど
の
よ
う
に
向
き

合
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

続
く
第
3
幕
で
は
、
私
と
古
川
氏
、
そ
し
て
大
阪

大
学
大
学
院
博
士
課
程
の
学
生
で
あ
る
山や

ま

蔦つ
た

栄
太
郎

氏
の
3
人
で
鼎
談
を
行
い
ま
し
た
。
山
蔦
氏
は
機
械

工
学
分
野
の
バ
イ
オ
応
用
研
究
を
行
う
学
生
で
あ
る

と
同
時
に
、
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
立
ち
上
げ
て

い
る
「
大
阪
・
関
西
万
博
会
議
〜
ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン

〜
」
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
か
つ
70
年
万
博
を
経

験
し
て
い
な
い
若
い
世
代
の
代
表
と
し
て
も
登
壇
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
日
は
３
人
の
ト
ー
ク
だ
け

で
な
く
、
会
場
か
ら
も
興
味
深
い
意
見
が
多
く
飛
び

出
し
ま
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
詳
細
は
後
半
の
レ
ポ
ー
ト
を
ご
覧

い
た
だ
く
と
し
て
、
先
に
、
当
日
会
場
で
参
加
者
対

象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
お
話
し
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
回
答
に
は
、
今
回
の
万
博

を
考
え
て
い
く
に
あ
た
り
最
も
核
と
な
る
意
識
の
問

題
が
明
確
に
表
れ
て
お
り
、
私
に
と
っ
て
こ
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
得
ら
れ
た
最
大
の
成
果
と
感
じ
て
い

ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
え
た
、

70
年
万
博
観
と
未
来
観
の
ギ
ャ
ッ
プ

ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
は
、「
あ
な
た
に
と
っ
て
の

万
博
と
は
？
」
と
「
２
０
３
０
年
は
ど
ん
な
時
代
に

な
っ
て
ほ
し
い
で
す
か
？
」
の
二
つ
。
前
者
の
回
答

で
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
は
70
年
万
博
に
つ
い
て
で
、

実
際
に
体
験
さ
れ
た
方
の
楽
し
か
っ
た
と
い
う
思
い

出
や
、
当
時
の
空
気
感
か
ら
想
起
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
記
述
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
対

し
て
後
者
は
「
平
和
」「
環
境
」「
高
齢
社
会
」
な
ど
、

社
会
的
課
題
に
対
し
て
の
「
な
ん
と
か
し
て
ほ
し

い
」
と
い
う
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
回

答
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

過
去
の
万
博
に
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
な
が
ら
、

新
し
い
万
博
後
の
未
来
に
は
悲
観
的
と
も
い
え
る
イ

メ
ー
ジ
し
か
抱
い
て
い
な
い
。
私
は
こ
の
落
差
に
、

大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。「
こ
ん
な
日
本
で
万フォーラムでの鼎談の様子。左から古川氏、山蔦氏、池永氏。

第五回内国勧業博覧会の全景図。左上に描かれる釣鐘は、博覧会に合わせてつくら
れた四天王寺の大釣鐘。

博
を
や
っ
て
ど
う
す
る
の
か
？
」
と
い
う
、
リ
ア
ル

な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。
こ
の
状
況
で
は
、

「
万
博
で
何
を
や
る
か
？
」「
ど
ん
な
パ
ビ
リ
オ
ン
を

つ
く
る
か
？
」
を
考
え
る
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

閉
塞
感
が
大
き
く
、
適
合
不
全
を
起
こ
し
て
い
る
現

代
日
本
の
社
会
状
況
で
万
博
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、

何
か
ら
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？ 

ま
ず
は
、
現
在
か
ら
大
阪
・
関
西
万
博
、
そ
し
て

万
博
後
と
い
う
時
間
軸
の
な
か
、
新
「
万
博
時
代
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
つ
く
っ
て
い
く
か
、
そ
れ
に
対

し
て
知
恵
を
結
集
さ
せ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
万
博
へ
の
期
待
も
自
然
と
高
ま
っ
て
い
く
は

ず
で
す
。
70
年
万
博
の
よ
う
に
、
そ
の
時
代
を
生
き

る
人
、
こ
と
に
若
い
世
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
、「
万

博
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
」「
こ
の
時
代
に
生
き
て
よ

か
っ
た
」
と
思
え
る
新
「
万
博
時
代
」
の
機
運
を
つ

く
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

新「
万
博
時
代
」の

機
運
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
た
め
に

少
し
話
が
飛
び
ま
す
が
、
私
は
、「
大
阪
は
巨
大

な
縁
側
で
あ
る
―
―
大
阪
縁
側
論
」
を
考
え
て
い
ま

す
。
外
国
人
観
光
客
が
大
阪
の
街
を
「
心
地
よ
い
」

と
い
う
の
は
、
内
で
も
な
く
外
で
も
な
い
「
縁
側
」

の
よ
う
な
場
所
と
感
じ
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う

か
ら
で
す
。
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
受
け
容

れ
、
混
じ
り
合
わ
せ
な
が
ら
「
日
本
的
な
る
も
の
」

を
生
み
出
し
て
き
た
大
阪
、
内
と
外
を
つ
な
ぎ
新
し

い
も
の
に
変
換
し
て
い
く
こ
と
に
長
け
た
大
阪
と
い

う
「
大
阪
縁
側
論
」
を
背
骨
に
、
新
「
万
博
時
代
」

前
史
５
年
の
先
駆
け
と
な
る
本
年
、
さ
ら
に
議
論
を

深
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
」
で
は
、
博

覧
会
時
代
の
「
モ
ダ
ン
大
阪
に
煌
め
い
た
若
き
才
能

た
ち
の
光
跡
」
と
題
し
、
博
覧
会
時
代
を
駆
け
た
人

物
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
万

博
は
都
市
戦
略
・
産
業
戦
略
で
あ
る
と
い
う
話
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
「
人
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ

に
関
連
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

 

私
た
ち
が

考
え
る
万
博

新「
万
博
時
代
」を
ど
う
つ
く
る
か

3
第

回

大
阪
・
関
西
万
博
開
催
ま
で
あ
と
５
年
。
新
し
い
万
博
の

時
代
を
迎
え
る
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
未
来
を
描
く
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
池
永
寛
明
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
文
化
研
究
所（
C
E
L
）顧
問
と
共
に
、
大
阪
・
関

西
万
博
を
テ
ー
マ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
通
じ
て
、
考

察
を
重
ね
て
い
く
。
今
回
は
、
大
阪
・
関
西
万
博
を
テ
ー

マ
に
し
た
「
上
町
台
地 

今
昔
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
対
す
る
池

永
氏
の
所
感
と
、
イ
ベ
ン
ト
の
レ
ポ
ー
ト
を
お
届
け
す
る
。

構
成
＝
加
藤
し
の
ぶ
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◆
レ
ポ
ー
ト　

「
上
町
台
地 

今
昔
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

「
１
９
０
０
年
代
、
数
多
の
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
て

き
た
大
阪
・
上
町
台
地
を
視
点
場
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
軌
跡
か
ら
、
来
る
２
０
２
５
年
大
阪
・
関
西
万

博
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
百
年
を
見
は
る
か
し
、
再

起
動
す
べ
き
も
の
は
何
な
の
か
、
都
市
と
博
覧
会
の

世
紀
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
」
イ
ベ
ン
ト
が
、
２
０
１
９

年
９
月
28
日
、
大
阪
ガ
ス
実
験
集
合
住
宅
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ

21
に
て
開
催
さ
れ
た
。

会
場
正
面
に
は
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン
、
そ
の
両
脇

の
壁
に
も
小
さ
な
ム
ー
ビ
ー
で
こ
れ
ま
で
の
上
町
台

地
を
舞
台
に
し
た
博
覧
会
の
様
子
が
映
し
出
さ
れ
る
。

タ
イ
ト
ル
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
「
レ
ビ
ュ
ー
」
と
う

た
っ
て
い
る
通
り
、
講
義
と
い
う
よ
り
シ
ョ
ー
を
楽

し
む
と
い
う
場
づ
く
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
期
待
感

を
誘
っ
て
い
た
。

大
阪
が
歩
ん
で
き
た

博
覧
会
の
歴
史
を
読
み
解
く

ま
ず
１
９
０
０
年
に
パ
リ
で
行
わ
れ
た
万
博
の
映

像
を
映
し
な
が
ら
、
弘
本
由
香
里
研
究
員
に
よ
る
解

説
か
ら
幕
を
開
け
た
。
映
像
か
ら
伝
わ
る
当
時
の
人

び
と
が
受
け
た
で
あ
ろ
う
衝
撃
を
も
追
体
験
し
て
も

ら
お
う
と
い
う
演
出
で
あ
る
。

続
い
て
舞
台
を
日
本
に
移
し
、
都
市
が
舞
台
と

な
っ
た
１
９
０
３
年
第
5
回
内
国
勧
業
博
覧
会
、
そ

れ
を
経
て
１
９
２
５
年
に
開
催
さ
れ
た
大
大
阪
記
念

博
覧
会
、
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
焦
土
と
化
し

た
大
阪
の
地
で
１
９
４
８
年
に
開
か
れ
た
復
興
大
博

覧
会
に
つ
い
て
、
映
像
資
料
を
駆
使
し
た
解
説
が
行

わ
れ
た
。
な
か
で
も
復
興
博
の
「
そ
の
後
」
の
説
明

や
、
復
興
博
と
そ
の
前
の
大
大
阪
博
は
毎
日
新
聞
社

が
主
催
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
解
説
を
特
に
興

味
深
く
聞
い
た
。

続
い
て
、
古
川
武
志
大
阪
市
史
料
調
査
会
調
査
員

大阪の博覧会の歩みにま
つわる弘本研究員の解説
に、会場の参加者は興味
深く聞きいった。

大阪の博覧会と都市の関係をテーマに講演する古川氏（上）。
「社会を変える力が万博で生まれてほしい」と語った山蔦氏（下）。

「上町台地 今昔フォーラム」の詳細なドキュメント・レポートは、ＣＥＬホー
ムページ上で 公 開している。（http://www.og-cel.jp/information/
discussion/1284152_16384.html）

に
よ
る
「『
大
大
阪
』
へ
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と
、

都
市
戦
略
と
し
て
の
博
覧
会
の
過
去
を
読
み
解
く
」。

時
代
に
よ
り
変
わ
る
都
市
の
役
割
に
つ
い
て
、
博
覧

会
を
軸
と
し
て
講
演
さ
れ
た
。

大
阪
の
近
代
史
料
を
調
査
し
、
大
阪
の
大
衆
文
化

に
も
詳
し
い
古
川
氏
に
よ
れ
ば
、「
大
阪
の
人
は
案

外
大
阪
の
歴
史
を
知
ら
な
い
」
そ
う
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
天
王
寺
公
園
が
第
5
回
内
国
勧
業
博
会
場
の

跡
地
だ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
の
実
際
の
内
容
や

な
ぜ
そ
こ
で
行
わ
れ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
よ
く

知
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た
、
実
は
知
ら
な
い

博
覧
会
の
経
緯
を
解
説
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
博

覧
会
の
成
果
は
都
市
の
遺
産
と
し
て
残
さ
れ
、
現
代

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
話
し
た
。

ま
た
各
博
覧
会
の
テ
ー
マ
は
常
に
未
来
を
展
望
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
次
の
２
０
２
５
年
の
大

阪
・
関
西
万
博
の
テ
ー
マ
が
ど
う
い
う
方
向
に
な
る

か
を
決
め
る
の
は
我
々
の
眼
差
し
で
あ
り
、
自
分
の

問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
と
ま
と
め
た
。

２
０
２
５
年
と
そ
の
先
を
見
据
え

大
阪
万
博
を
考
え
る

最
後
は
「
２
０
２
５
年
大
阪
・
関
西
万
博
と
そ
の

後
の
百
年
に
向
け
て
、
都
市
と
博
覧
会
を
再
定
義
す

る
」
を
テ
ー
マ
に
、
鼎
談
が
行
わ
れ
た
。

登
壇
者
は
、
先
の
古
川
氏
、
池
永
寛
明
Ｃ
Ｅ
Ｌ
顧

問
、
大
阪
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
で
機
械
工
学
を

専
攻
す
る
山
蔦
栄
太
郎
氏
で
あ
る
。
山
蔦
氏
は
、
池

永
氏
が
座
長
を
務
め
る
「
大
阪
・
関
西
万
博
会
議
〜

ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン
〜
」
の
若
き
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、

そ
こ
で
の
議
論
を
ま
と
め
た
も
の
を
万
博
関
連
組
織

に
報
告
す
る
際
の
プ
レ
ゼ
ン
タ
ー
を
務
め
た
そ
う
だ
。

鼎
談
は
池
永
氏
の
主
導
に
よ
り
、「
ま
ず
、
万

博
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
始

ま
り
、「
あ
な
た
に
と
っ
て
、
都
市
と
博
覧
会
と

は
？
」
に
つ
い
て
、
事
前
に
記
入
を
求
め
ら
れ
て
い

た
会
場
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
な
ど
も
交
え
な

が
ら
、
活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、

70
年
万
博
の
時
代
を
経
験
し
て
い
な
い
山
蔦
氏
が
万

博
を
翌
年
に
控
え
た
上
海
を
訪
れ
た
際
の
経
験
か
ら
、

「
新
し
い
文
化
、
新
し
い
意
識
改
革
が
進
ん
で
い
く

と
こ
ろ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
万
博
と
い
う
の
は
す

ご
い
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
な
と
素
直
に
思
っ
た
」

と
語
り
、「
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
手
に
入
る
時
代
だ

か
ら
こ
そ
、
生
で
ほ
か
の
人
た
ち
と
一
緒
に
体
験
す

る
こ
と
の
価
値
が
あ
が
っ
て
い
る
。
万
博
と
い
っ
た

体
験
の
価
値
も
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と

話
し
た
の
が
印
象
に
残
っ
た
。

そ
の
後
１
〜
３
幕
を
通
し
た
感
想
と
し
て
、
会
場

の
参
加
者
か
ら
も
多
く
の
声
が
あ
げ
ら
れ
た
。
実
家

が
第
5
回
内
国
勧
業
博
に
出
店
し
て
い
た
方
の
話
や
、

70
年
万
博
に
参
加
し
た
方
の
思
い
出
な
ど
の
ほ
か
、

毎
日
新
聞
社
の
方
か
ら
は
、
大
大
阪
博
と
復
興
博
を

主
催
し
た
の
が
自
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
、
当
時

の
新
聞
社
に
は
自
治
体
な
ど
と
共
に
新
し
い
社
会
を

作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
常
に
あ
り
、
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
の
話
な
ど
が
聞
か
れ
た
。

最
後
に
池
永
氏
に
よ
り
、
百
年
後
の
社
会
に
思
い

を
は
せ
な
が
ら
２
０
２
５
年
を
考
え
て
い
き
た
い
、

今
後
も
自
分
の
こ
と
と
し
て
議
論
を
続
け
て
い
き
た

い
と
の
言
葉
で
、
締
め
く
く
ら
れ
た
。

立
ち
見
が
で
る
ほ
ど
の
参
加
者
で
盛
況
と
な
っ
た

フ
ォ
ー
ラ
ム
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
記

述
か
ら
み
る
２
０
３
０
年
に
向
け
た
展
望
は
決
し
て

明
る
い
も
の
で
は
な
く
、
万
博
へ
の
前
向
き
な
イ

メ
ー
ジ
を
抱
け
て
い
な
い
の
が
現
状
で
も
あ
る
。
古

川
氏
や
池
永
氏
の
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
後
万

博
を
「
自
分
の
問
題
」
と
し
て
ど
う
考
え
て
い
く
か

が
肝
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
、
と
感
じ
た
。
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私
は
今
、
神
戸
に
住
ん
で
い
ま
す
。

長
い
間
東
京
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
が
、
思
い
切
っ
て
引
っ

越
し
て
き
ま
し
た
。
六
甲
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
六
甲
と
い
う
町

に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
、
も
う
じ
き
四
年
に
な
り
ま
す
。

こ
の
小
さ
な
町
に
は
、
私
が
知
っ
て
い
る
だ
け
で
も
キ
リ
ス

ト
教
の
教
会
が
四
つ
あ
り
ま
す
。
珈
琲
の
自
家
焙
煎
の
お
店
や

美
容
院
に
も
、
歩
い
て
い
る
と
な
ぜ
か
よ
く
出
会
い
ま
す
。
ど

う
し
て
な
ん
だ
ろ
う
。

整
骨
院
や
鍼
灸
院
が
多
い
の
は
、「
坂
の
せ
い
や
と
思
い
ま

す
」
と
、
六
甲
生
ま
れ
六
甲
育
ち
の
友
人
が
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。そ

う
、
私
の
住
ん
で
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
も
、
び
っ
く
り
す
る

ほ
ど
急
な
坂
の
上
に
建
っ
て
い
る
ん
で
す
。
い
ち
ば
ん
近
い
コ

ン
ビ
ニ
と
パ
ン
屋
さ
ん
へ
は
、
海
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
坂
を

下
っ
て
二
十
五
分
。
ス
ー
パ
ー
ま
で
は
直
進
な
の
で
二
十
分
。

郵
便
ポ
ス
ト
が
そ
の
途
中
に
ふ
た
つ
、
通
る
た
び
に
お
参
り
を

欠
か
さ
な
い
、
か
わ
い
ら
し
い
神
社
が
ひ
と
つ
。

坂
を
下
り
た
ら
、
当
然
上
っ
て
こ
な
い
と
な
ら
な
い
の
で
、

用
事
が
な
い
限
り
、
私
は
ほ
と
ん
ど
家
に
い
ま
す
。
何
を
し
て

い
る
か
と
い
う
と
、
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
書
き
物
の
仕
事
で

す
。一

日
中
家
に
い
て
も
ち
っ
と
も
気
づ
ま
り
に
な
ら
な
い
の
は
、

南
の
窓
い
っ
ぱ
い
に
海
と
空
が
見
え
る
し
、
正
午
と
夕
方
六
時

に
は
、
教
会
の
鐘
が
鳴
り
響
く
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
カ
ラ
ー
ン

コ
ロ
ー
ン
、
カ
ラ
ー
ン
コ
ロ
ー
ン
。
と
き
お
り
風
に
の
っ
て
、

汽
笛
が
ボ
―
―
ッ
と
鳴
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
海
か
ら
の
風
は
、

旅
を
連
想
さ
せ
ま
す
。

冬
は
、
陽
の
出
が
七
時
ご
ろ
な
の
で
、
こ
の
と
こ
ろ
私
は
、

大
阪
湾
の
向
こ
う
の
山
か
ら
顔
を
出
す
、
大
き
な
太
陽
を
眺
め

る
の
が
日
課
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
朝
は
六
時
に
目
覚
め
ま
し
た
。
カ
ー
テ
ン
を
開
け
る
と
、

真
上
の
空
に
は
三
日
月
が
ま
だ
光
っ
て
い
ま
し
た
。
街
の
夜
景

も
瞬
い
て
い
ま
す
。
藍
色
と
い
う
の
か
、
紫
紺
色
と
い
う
の
か
、

空
の
高
い
と
こ
ろ
は
暗
い
の
に
、
山
並
み
に
沿
っ
て
、
茜
色
に

輝
く
帯
が
す
ー
っ
と
伸
び
て
い
ま
し
た
。

ラ
ジ
オ
の
ピ
ア
ノ
曲
を
聴
き
な
が
ら
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
り
、

目
を
つ
む
っ
て
、
と
き
ど
き
起
き
上
が
っ
て
は
待
ち
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
火
の
玉
み
た
い
な
オ
レ
ン
ジ
の
欠
片
が
見
え
た
か

と
思
う
と
、
そ
こ
か
ら
は
速
い
速
い
。
ち
ょ
っ
と
目
を
そ
ら
し

た
す
き
に
眩
し
い
光
が
ぐ
ん
ぐ
ん
と
現
れ
、
裸
眼
で
は
も
う
見

て
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
よ
う
や
く
安
心
し
、
起
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
ふ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
時
間
を
家
で
過
ご
し
て
い
る

私
で
す
が
、
三
宮
の
デ
パ
ー
ト
に
買
い
物
に
い
っ
た
り
、
大
阪

や
京
都
ま
で
遠
出
す
る
と
き
に
は
、
六
甲
駅
か
ら
阪
急
電
車
に

引
っ
越
し
て
き
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
湾
の
向
こ
う
側
を
西
に

向
か
っ
て
滑
る
白
く
光
っ
た
船
を
、
イ
ル
カ
み
た
い
だ
な
あ
と

思
い
な
が
ら
よ
く
眺
め
て
い
ま
し
た
。

い
つ
も
同
じ
く
ら
い
の
時
間
に
光
る
の
は
、
傾
き
か
け
た
太

陽
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
だ
ん
だ
ん
に
分
か
っ
て
き
て
。

そ
の
う
ち
、
東
に
見
え
る
白
い
橋
の
近
く
の
船
着
き
場
か
ら
出

航
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
…
…
つ
い
に
去
年
の
夏
、
そ
の
船
に

乗
っ
て
、
九
州
の
友
人
の
家
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
六
甲
ア
イ

ラ
ン
ド
と
い
う
そ
の
船
着
き
場
か
ら
、
夕
方
の
四
時
ご
ろ
出
航

す
る
と
、
翌
朝
七
時
に
は
門
司
港
に
着
く
の
で
す
。
以
前
は
そ

こ
か
ら
、
沖
縄
に
行
け
る
直
行
便
も
出
て
い
た
と
い
う
話
。

こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
下
見
に
来
た
と
き
、「
神
戸
は
港
町
や

か
ら
、
よ
そ
者
に
も
や
さ
し
い
ん
で
す
わ
」
と
、
不
動
産
屋
の

お
兄
さ
ん
が
言
っ
て
い
ま
し
た
。

大
き
く
開
け
た
海
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
を
肌
で
感
じ

る
日
々
を
送
る
私
は
、
近
ご
ろ
神
戸
弁
が
う
つ
っ
て
き
ま
し
た
。

だ
っ
て
、
好
き
や
か
ら
。

乗
り
ま
す
。
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
車
体
に
緑
色
の
座
席
が
落
ち

着
い
た
雰
囲
気
の
列
車
で
、
私
は
山
が
見
え
る
側
の
シ
ー
ト
に

座
る
の
が
好
き
で
す
。
六
甲
の
山
々
は
、
季
節
を
追
っ
て
い
ろ

い
ろ
な
色
合
い
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

学
校
帰
り
の
小
学
生
が
乗
っ
て
く
る
時
間
も
好
き
。
お
揃
い

の
ブ
レ
ザ
ー
を
着
た
、
お
し
ゃ
ま
な
女
の
子
た
ち
の
会
話
に
耳

を
傾
け
る
こ
と
も
あ
る
し
、
読
書
に
夢
中
の
子
の
本
を
、
気
づ

か
れ
な
い
よ
う
そ
っ
と
覗
き
込
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

お
洒
落
を
し
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
、
神
戸
弁
で
お
し
ゃ

べ
り
し
て
い
る
の
も
、
い
い
な
あ
と
思
い
な
が
ら
聞
い
て
い
ま

す
。
同
じ
関
西
弁
で
も
大
阪
や
京
都
と
は
違
っ
て
、
の
ん
び
り

し
て
い
る
の
で
す
。

と
つ
ぜ
ん
料
理
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
の
友
人
た
ち
の

作
る
ご
は
ん
は
み
な
薄
味
で
、
新
鮮
な
海
の
幸
や
、
み
ず
み
ず

し
い
野
菜
の
持
ち
味
を
い
か
し
た
や
さ
し
い
味
つ
け
。
私
も

す
っ
か
り
慣
れ
親
し
ん
だ
そ
の
味
は
、
独
特
の
あ
た
た
か
み
を

持
っ
て
耳
に
届
く
神
戸
弁
と
重
な
り
ま
す
。「
し
て
は
る
」
な

ど
と
、
動
詞
の
後
ろ
に
「
は
る
」
を
つ
け
る
と
こ
ろ
が
と
く
に

好
き
。「
お
み
か
ん
」
と
か
「
お
大
根
」
と
か
「
お
布
団
」
と

か
、
何
に
で
も
「
お
」
を
つ
け
る
の
も
い
い
な
あ
と
思
う
。
ど

ち
ら
も
敬
い
の
気
持
ち
を
感
じ
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
、
阪
急
電
車
の
中
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
る
人
を

見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
で
は
私
も
よ
く
飲
み
屋
に
出

掛
け
て
い
た
け
れ
ど
、
神
戸
の
人
た
ち
は
、
夜
遅
く
ま
で
お
酒

を
飲
ん
で
騒
い
だ
り
、
く
だ
を
巻
い
た
り
し
な
い
よ
う
な
気
が

す
る
。
お
店
も
早
々
と
閉
ま
っ
て
し
ま
う
し
。
そ
う
い
う
と
こ

ろ
も
い
い
な
あ
と
思
う
。
な
ん
か
、
品
が
あ
っ
て
。

た
か
や
ま
・
な
お
み　

料
理
家
・
文
筆
家
。
1
9
5
8
年
、
静
岡
県

生
ま
れ
。﹃
野
菜
だ
よ
り
﹄﹃
ロ
シ
ア
日
記
﹄﹃
料
理
＝
高
山
な
お
み
﹄

﹃
た
べ
も
の
九
十
九
﹄
な
ど
著
書
多
数
。
活
動
の
場
を
東
京
か
ら
神
戸

に
移
し
、﹃
ど
も
る
ど
だ
っ
く
﹄﹃
た
べ
た
あ
い
﹄︵
共
に
絵
・
中
野
真

典
︶
な
ど
絵
本
制
作
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
新
刊
は
﹃
帰
っ
て
き
た 

日
々
ご
は
ん
⑥
﹄、
写
真
絵
本
﹃
お
に
ぎ
り
を
つ
く
る
﹄。

私
と
神
戸

文
＝
高
山
な
お
み

Takayam
a N

aom
i

画
＝
浅
妻
健
司
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異文化や異分野が混じり合うことで、新たな価値や関係性が生まれます。
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。

『〈弱いロボット〉の思考
──わたし・身体・コミュニケーション』
ひとりでは何もできない〈弱いロボット〉を通じ、
コミュニケーションについて考える。自分ではゴ
ミを拾えない「ゴミ箱ロボット」、オドオド話す

「トーキング・アリー」など、不完全なロボットに
人は健気さを見出し、自らゴミを拾い、手伝い、
その声に耳を傾けるようになる。ロボットと人が
共生する、ひとつの在り方を示す。

岡田美智男＝著
講談社現代新書／ 2017年

『梅棹忠夫の「人類の未来」
──暗黒のかなたの光明』
国立民族学博物館の初代館長である著者は、
1970年頃、文明学者として「人類の未来」の姿
を描く構想を立てていたが、未完に終わる。本
著では、当時の資料や対談記録を掲載し、さら
に氏と面識がある者とない者、異なる世代の有
識者による未来論も語られている。そこに自身
が思う人類の未来像を重ねてみるのもいい。

梅棹忠夫＝著　小長谷有紀＝編
勉誠出版／ 2012年

『ページと力──手わざ、そしてデジタル・デザイン』［増補新版］
日本を代表するブックデザイナーが、日本語の表
記の不思議さについて論じるユニークな一冊。
書くときはヨコ、読むときはタテを好む独自性か
ら、濁点の点が２つある理由、文と改行位置の
関係、伸ばす「ー」（音引き）が行頭にきてはい
けない理由など――さまざまな文化が遭遇し、絶
えざる変化を遂げてきた日本語の特質を再発見
できる。

鈴木一誌＝著
青土社／ 2018年

『つながる図書館
──コミュニティの核をめざす試み』
2000年代中頃から日本各地で始まった新世代図
書館誕生の動き。「市民が主役の情報社会」を
目指すべく日本独自の図書館改革がいかに行わ
れつつあるかを、著者は「コミュニティ再生＝つ
なぐ力」の視点から丹念に取材している。それ
ぞれの地域に根ざした豊富な事例が、図書館問
題を自分ごととして考えるうえで最適だ。

猪谷千香＝著
ちくま新書／ 2014年

『未来をつくる図書館
──ニューヨークからの報告』
映画化により、日本でも話題のニューヨーク公共
図書館。利用者をして「図書館なしで今の自分は
ない」と言わしめる、ビジネス、アートなど市民
活動への幅広い支援はいかにして可能になったの
か？情報のデジタル化、実践的内容のセミナー、
市民による地域密着運営など、“つなぐ”場として
の図書館を考えるとき最初に手に取るべき一冊。

菅谷明子＝著
岩波新書／ 2003年

『思想としてのミュージアム
──ものと空間のメディア論』
ミュージアムは、モノを展示するだけではない。
社会のさまざまなメッセージを媒介するメディア

（媒体）として捉えることで浮かび上がる、ミュー
ジアムの思想、コミュニケーション、そしてその社
会的な意味について考察する。西洋近代からの
歴史背景も踏まえた論旨の積み重ねや、冒頭に
掲載される学生たちの率直な意見も興味深い。

村田麻里子＝著
人文書院／ 2014年

『時間とヴァーチャリティー
──ポール・ヴィリリオと現代のテクノロジー・
　　身体・環境』
場所と時間、人体の内部と外部、心と体の境界
も超え、新たな“接続”を猛然と実現しつつある
ARやVR。技術革新について、もたらす「速度」
という視点から論じた仏人思想家ヴィリリオに依
拠した本書は、ヴァーチャルの浸透に対するリア
ルの立ち位置を示すオルタナティブな一冊だ。

本間邦雄＝著
書肆心水／ 2019年

『ちゃんぽんと長崎華僑
──美味しい日中文化交流史』
福建の郷土料理に、長崎ならではの食材とアレ
ンジを加えて生まれた「ちゃんぽん」。その名は

「吃飯（チィファン＝ご飯食べた？）」が由来だ
とも。これを考案した「四海樓」創業者・陳平
順の曽孫が綴る本書は、おなじみの麺料理を
テーマに、異国の文化・習慣と結びつき生きる

「落地生根」の華僑の精神を論じて実に興味深い。

陳優継＝著
長崎新聞新書／ 2009年

『人類の歴史とAIの未来』
AIは人類の仕事を奪う脅威か、それとも救世主
か。そんな両極端な論争が生まれる背景をひも
とき、AIの未来を予想する。仮に、姿や思考ま
で人間と寸分違わないAIロボットが登場したと
き、自己はあるか、痛みを感じるのかといった
問題にも言及。AIを貴方がどう捉えるかは、“人
を人たらしめるものは何か”という問いに帰結す
ると説く。

バイロン・リース＝著　古谷美央＝訳
ディスカヴァー・トゥエンティワン／ 2019年

『欧米先進事例に学ぶ
デジタル時代の
電力イノベーション戦略』
デジタル技術の活用により電力市場で台頭しつ
つあるエネルギーベンチャー。欧米諸国の電力
市場で生じる構造変化を、具体的事例とともに
紹介する。技術的変遷だけでなく、規制緩和の
流れなどにもふれられており、電力業界の変化
と展望を把握するのに大いに役立つ一冊。

アビームコンサルティング、ガスエネルギー新聞＝著
毎日新聞出版／ 2017年
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異なるものをつなぎ、
創造を生む場を考えるための10冊
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CELホームページ
http://www.og-cel.jp/

エネルギー・文化研究所（CEL）の活動内容や
情報誌「CEL」バックナンバーをご覧になれます。
※CELホームページに掲載する「読者アンケート」にご協力願います。

Facebookページ
https://www.facebook.com/osakagas.cel

＂C reativity is just connecting things.”
スティーブ・ジョブズの有名な言葉である。iPhoneが

商品として世の中に現れた時、世界は驚きの渦にのまれた。し

かし、iPhoneのコンポーネントはそれまで存在していた技術の

組み合わせであった。つまり、携帯電話、タッチパネル、イン

ターネットはすでに存在したが、それら異なる分野の技術をう

まく組み合わせて、ひとつの商品にしたことで、スマホ革命に

つながるものの誕生になったのである。

世の中には、異なるものがつながって、新しいものが誕生す

るケースがたくさんある。しかし、異なるものは偶発的にはな

かなかつながらない。異なるものがつながるためには、「場」

「お節介」「意欲」が必要である。

シリコンバレーはベンチャー企業やクリエイターが集まって、

新しいものを作り出す「場」であるし、ビジネスマッチングを図

る「お節介」な目利き役がいるし、何よりも、我こそは世の中

に新しいものやビジネスを作り出すのだという「意欲」のある若

者が集結している。頼もしい限りである。

我々がいるエネルギー業界もまたしかり。かつての閉鎖的な

業界に異業種からの参入、つまりエネルギーと異業種の出会い

によって、新しい商品やビジネスが生まれてきている。G
ガ ー フ ア

AFA

と呼ばれるIT企業がエネルギー業界に進出し、新たなビジネ

スモデルを模索しているのは、とてつもない脅威であるが、

我々はそれを待ち受けていてはいけない。むしろ、彼らよりも

先に、我 こ々そが、アンテナを張り巡らして異分野に触手を伸

ばし、新しいものを生み出していかなくてはならない。攻撃は

最大の防御である。能動的に、異分野、異文化、異業種との

接点の場づくりをし、お節介提案をし、そしてそれらを意欲的

につなげていくことで、明るい未来を切り拓いていきたいもの

である。新時代のエネルギービジネスの模索は、未知への挑

戦であり、新しいものを生み出す喜びであり、それこそが、い

ま我々に求められる使命ではないだろうか。

ＣＥＬからのメッセージ

異なるものをつなぐ魅力
大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所
所長 田中雅人 Tanaka Masato

住
吉
高
灯
籠
の
お
か
れ
て
い

た
浜
は
汐
干
狩
の
名
所
で
あ
っ

た
。
３
月
の
ひ
な
祭
り
の
頃
に

は
大
坂
や
近
郊
の
人
々
が
身
分

に
関
わ
ら
ず
浜
へ
出
て
、
蛤
を

と
っ
て
楽
し
ん
だ
。
屋
形
船
で

十
三
間
堀
川
を
通
り
訪
れ
る
一

行
も
い
る
。
長な

が

岟お

橋
の
西
詰
に

あ
る
茶
店
で
は
、
蛤
の
吸
い
物

を
名
物
と
し
て
お
り
、「
蛤
茶
屋
」

と
よ
ば
れ
た
。

住
吉
汐
干
狩
り

［
す
み
よ
し
し
お
ひ
が
り
］

3
月

雛
月 

ひ
な
づ
き

梅
田
の
堤
で
は
５
月
５
日
の

早
朝
、
近
隣
の
農
夫
が
牛
を
飾

り
付
け
て
堤
で
自
由
に
駆
け
さ

せ
る
「
牛
の
藪
入
」
が
行
わ
れ

た
。
牛
が
病
に
か
か
ら
な
く
な

る
と
さ
れ
、
農
夫
は
牛
に
ち
ま

き
を
食
べ
さ
せ
て
人
々
は
そ
の

様
子
を
見
学
し
た
。
ま
た
、
子

供
が
そ
の
ち
ま
き
を
食
べ
る
と

疱ほ
う

瘡そ
う

（
天
然
痘
）
が
軽
く
な
る
と

も
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

梅
田
牛
の
藪
入
り

［
う
め
だ
う
し
の
や
ぶ
い
り
］

5
月

橘
月 

た
ち
ば
な
づ
き

（二代長谷川貞信「浪花行事十二月」「浪花風景十二月」より）

文と選／服部麻衣 島根県出身。京都市立芸術大学で美術鑑賞教育について研究。卒業後は美術の教員として実技や美術史の
授業を担当。2008年より「大阪くらしの今昔館」で、博物館における学びを推進する活動に取り組んでいる。（はっとり・まい）

雑ざ

喉こ

場ば

の
魚
市
は
江
戸
堀
・

京
町
堀
な
ど
の
西
に
あ
り
、
魚

問
屋
が
軒
を
連
ね
た
。
遠
近
の

浦
か
ら
運
ば
れ
る
の
は
、
ク
ジ

ラ
や
マ
グ
ロ
と
い
っ
た
大
魚
か

ら
、
イ
ワ
シ
な
ど
の
小
魚
ま
で

さ
ま
ざ
ま
。
明
け
方
の
ま
だ
薄

暗
い
な
か
、
問
屋
の
提
灯
が
光

る
。
魚
を
小
船
か
ら
降
ろ
し
、

問
屋
に
運
び
込
む
に
ぎ
や
か
な

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

ざ
こ
ば
魚
じ
ま

［
ざ
こ
ば
う
お
じ
ま
］

4
月

卯
之
花
月 

う
の
は
な
づ
き

茶
臼
山
は
一
心
寺
の
南
に
あ

り
、
も
と
は
前
方
後
円
の
古
墳

で
あ
っ
た
と
伝
来
し
て
い
る
。
大

坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣
で
陣
営
に

も
な
っ
た
。
宝
暦
９
年（
1
7
5
9
）

の
一
心
寺
出
開
帳
の
折
に
は
茶
臼

山
も
仮
設
の
茶
店
で
に
ぎ
わ
っ

た
が
、
そ
の
後
は
立
ち
入
り
が

禁
じ
ら
れ
た
。
江
戸
の
道ど

う

灌か
ん

山や
ま

・

京
都
の
嵐
山
・
大
坂
の
茶
臼
山

と
並
び
称
さ
れ
た
。

五
月
雨
の
茶
臼
山

［
さ
み
だ
れ
の
ち
ゃ
う
す
や
ま
］

6
月

皐
月 

さ
つ
き

「大阪くらしの今昔館」が所蔵する、大坂生まれの浮世絵師・二代長谷川貞信（1848～1940）が描いた
月ごとの大坂の行事と風景の画帖から、特に見ごたえのある場面を紹介します。

浪花の十二ヶ月
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