


近
年
、
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
「
場
づ
く
り
」
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
試
み
は
、
時
に
単
な
る
居
心
地
の
よ
い
空
間
づ
く
り
に

と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

集
ま
る
人
た
ち
が
つ
な
が
り
を
築
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
や
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
活
か
し
て

新
し
い
取
り
組
み
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、

社
会
の
制
度
や
仕
組
み
を
変
え
て
い
く
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

そ
う
し
た
豊
か
な
場
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

今
号
で
は
、
そ
ん
な
〝
活
き
た
場
〞
づ
く
り
の
方
法
論
を
探
り
ま
す
。
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上／外と内をつなぐ縁側の
ある「芝の家」の「しつらえ」。
下／座る場所はまちまち、
子どもから高齢者まで自由
に過ごせる空間。写真提供
／芝の家

ペ
ー
ス
」
を
目
指
し
た
の
で
す
が
、
私

以
外
は
若
い
学
部
生
ば
か
り
。
カ
フ
ェ

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
ろ
う
に
も
、

や
り
方
が
わ
か
ら
な
い
。

　
結
局
、
事
前
に
用
意
し
た
考
え
も
す

べ
て
手
放
し
、
と
に
か
く
寝
袋
だ
け

持
っ
て
集
ま
り
「
住
ん
で
み
る
」
こ
と

に
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
近
所
の
飲
食

店
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
炊
飯
器
を
貸
し
て

く
れ
た
り
、
区
役
所
の
方
が
訪
れ
て
廃

品
が
も
ら
え
そ
う
な
場
所
を
紹
介
し
て

く
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
こ

り
は
じ
め
る
。
や
が
て
顔
見
知
り
も
増

え
、
い
つ
の
間
に
か
海
外
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
と
犬
の
散
歩
途
中
に
寄
っ
た
お
じ

さ
ん
、
近
所
の
小
学
生
ま
で
一
緒
に
食

卓
を
囲
ん
で
い
た
り
…
…
編
集
室
の
存

在
が
、
つ
な
が
り
の
失
わ
れ
て
い
た
住

民
の
自
発
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
の
き
っ
か

け
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
今
に
至

る
原
点
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

関
西
の「
場
づ
く
り
」に
憧
れ

深
い
影
響
を
受
け
て
―
―

山
納　
坂
倉
さ
ん
と
は
、
実
は
2
0
0
0

年
代
の
半
ば
に
初
め
て
お
会
い
し
て
い

る
ん
で
す
よ
ね
。

坂
倉　
そ
う
な
ん
で
す
。
当
時
は
熊
倉

先
生
を
通
し
、
関
西
の
動
向
に
興
味
を

も
っ
て
い
ま
し
た
。
京
都
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
集
団
「D

U
M
B T
YPE

」
の
メ

ン
バ
ー
だ
っ
た
小
山
田
徹
［
＊
3
］
さ
ん

（
現
・
京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授
）
が
立
ち

上
げ
た
「
ア
ー
ト
ス
ケ
ー
プ
（
吉
田

山
）」
や
「
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
カ
フ
ェ

（
京
都
大
学
Y
M
C
A
地
塩
寮
・
会
館
）」、

そ
し
て
「
バ
ザ
ー
ル
カ
フ
ェ
」［
＊
4
］

に
つ
な
が
る
動
き
に
も
憧
れ
て
い
ま
し

た
。
当
時
の
東
京
に
は
、
そ
う
い
う
も

の
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。

「
京
島
編
集
室
」
の
経
験
か
ら
、
サ
ー

ビ
ス
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
計
す
る
だ
け

の
従
来
の
や
り
方
と
は
違
う
も
の
に
可

能
性
を
感
じ
ま
し
た
。
慶
應
義
塾
大
学

三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ま
わ
り
で
も
で
き

る
こ
と
は
な
い
か
と
思
い
、
2
0
0
6

年
に
始
め
た
の
が
「
三
田
の
家
」

（
2
0
1
3
年
閉
家
）。
ま
さ
に
そ
の
頃
、

大
阪
の
應
典
院
［
＊
5
］
や
「
バ
ザ
ー
ル

カ
フ
ェ
」、
そ
し
て
山
納
さ
ん
が
手
が

け
た
大
阪
市
北
区
中
崎
町
の

「com
m
on cafe

」
も
訪
れ
て
い
る
ん

で
す
。
そ
の
時
に
、
日
替
わ
り
で
キ
ッ

チ
ン
を
共
有
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
せ

て
も
ら
い
、
お
話
も
伺
い
ま
し
た
。

山
納　
私
は
、
小
山
田
徹
さ
ん
の
、
阪

神
・
淡
路
大
震
災
で
被
災
し
た
方
た
ち

が
暮
ら
す
南
芦
屋
浜
復
興
住
宅
に
屋
台

山
納　
ま
ず
、
坂
倉
さ
ん
が
ど
う
「
場

づ
く
り
」
と
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、

教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

坂
倉　
大
学
で
は
美
術
史
を
学
び
、
就

職
し
て
博
物
館
や
展
示
会
の
企
画
を
手

が
け
る
仕
事
も
し
ま
し
た
。
で
も
今
の

「
場
づ
く
り
」
と
直
接
つ
な
が
る
の
は
、

慶
應
義
塾
大
学
の
大
学
院
に
戻
っ
て
受

け
た
熊
倉
敬た

か

聡あ
き

［
＊
1
］
先
生
の
「
美
学

特
殊
C
」
と
い
う
講
義
で
す
。
そ
こ
で

出
会
っ
た
4
人
で
、
2
0
0
2
年
10
～

11
月
に
墨
田
区
京
島
の
元
米
屋
の
空
き

店
舗
を
2
カ
月
借
り
、「
京
島
編
集
室
」

と
名
付
け
ま
し
た
。
折
か
ら
同
地
域
で

開
催
中
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ

ジ
デ
ン
ス
［
＊
2
］
の
イ
ベ
ン
ト
「
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
空
き
家
2
0
0
2
」

と
連
動
す
る
形
で
、
制
度
的
で
も
商
業

的
で
も
な
い
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ス

を
引
っ
張
っ
て
い
き
、
即
席
の
「
茶
呑

み
場
」
を
つ
く
っ
て
人
々
を
つ
な
い
で

い
く
活
動
に
、
大
き
な
可
能
性
を
感
じ

ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
は
、

大
阪
市
北
区
の
堂
山
町
で
閉
店
す
る

バ
ー
を
な
ん
と
か
残
す
た
め
に
人
を
募

り
「
日
替
わ
り
マ
ス
タ
ー
」
を
や
っ
た

こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
経
験
を
経
て
04

年
に
始
め
た
の
が
カ
フ
ェ
空
間
を
シ
ェ

ア
す
る
「com

m
on cafe

」
で
、
カ

フ
ェ
と
し
て
の
機
能
を
ベ
ー
ス
に
、
よ

り
間
口
の
広
い
「
表
現
の
場
」
を
つ
く

り
た
い
と
い
う
意
図
も
あ
り
ま
し
た
。

坂
倉　

山
納
さ
ん
の
「
日
替
わ
り
マ
ス

タ
ー
」
の
ア
イ
デ
ア
を
含
め
、
大
阪
や
京

都
に
息
づ
く
「
場
づ
く
り
」
の
ふ
く
よ
か

さ
、
緩
や
か
さ
を
「
三
田
の
家
」
の
運

営
で
も
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

山
納　

私
の
方
は
、
10
年
ほ
ど
前
に

「
芝
の
家
」
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
が

印
象
的
で
す
。『
つ
な
が
る
カ
フ
ェ 

コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
〈
場
〉
を
つ
く
る
方

法
』（
2
0
1
6
年
、
学
芸
出
版
社
）
と

い
う
本
の
準
備
で
関
東
方
面
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
を
取
材
し
て
い
た
の
で

す
が
、
場
づ
く
り
の
意
識
が
低
い
と
こ

ろ
が
多
く
、
が
っ
か
り
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
最
後
の
望
み
で
訪
ね
た
「
芝

の
家
」
だ
け
は
、
居
合
わ
せ
た
人
が

特
集
／
場
づ
く
り
の
そ
の
先
へ
――
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て
い
く

 「
創
発
的
な
場
」を
生
む
仕
掛
け
を

 
ど
う
育
て
る
か

 

―
―〝
誰
も
がい
た
い
よ
う
に
い
ら
れ
る
場
所
〞を
デ
ザ
イ
ン
す
る

 「
創
発
的
な
場
」を
生
む
仕
掛
け
を

 
ど
う
育
て
る
か

 

―
―〝
誰
も
がい
た
い
よ
う
に
い
ら
れ
る
場
所
〞を
デ
ザ
イ
ン
す
る

脇
坂
敦
史
＝
構
成

栗
原
論
＝
撮
影

脇
坂
敦
史
＝
構
成

栗
原
論
＝
撮
影

人
と
人
が
つ
な
が
り
、
新
た
な
何
か
を
生
み
出
す
よ
う
な
関
係
性
を
育
ん
で
い
く
―
―
。

そ
ん
な
創
発
的
な
場
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
る
た
め
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
考
え
、
振
る
舞
え
ば
い
い
の
か
？

そ
れ
に
は
、
単
な
る
場
づ
く
り
だ
け
で
な
く
、
生
身
の
人
と
人
が
関
わ
る
実
践
に
本
質
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

東
京
都
港
区
の
「
芝
の
家
」
や
「
三み

田た

の
家
」、
さ
ら
に
世
田
谷
区
で
の
「
お
や
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
な
ど
、

先
進
的
な
試
み
を
通
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
研
究
さ
れ
て
い
る
坂
倉
杏
介
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

坂
倉
杏
介

山
納 

洋

［�

大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱

エ
ネ
ル
ギ
ー・文
化
研
究
所
所
長
代
理
・
研
究
員
］

Yam
anoh H

iroshi

Sakakura Kyousuke 

［
東
京
都
市
大
学
都
市
生
活
学
部
教
授
］

対
談

「おやまちプロジェクト」の活動
の「場」となる、尾山台（東京都
世田谷区）の駅前商店街にて。

「おやまちプロジェクト」の活動
の「場」となる、尾山台（東京都
世田谷区）の駅前商店街にて。
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カフェ、キッチンのほか、コワーキングスペース、プリンタや各種工
作道具、ミシンまで備えた「ご近所ラボ新橋」。日替わりで複数のマ
スターが運営を担当して、種々の“部活”やイベントをコーディネート
する。写真提供／ご近所ラボ新橋

█図1：「芝の家」を含むコミュニティづくりのデザイン

活動場所として利用
講座会場活動のきっかけ

活動のきっかけ
相互交流

活動場所として利用

活動場所として利用
コミュニティ体験

ご近所イノベータ
養成講座

芝の家

受講者

来場者来場者

ご近所ラボ新橋

「
こ
こ
は
知
ら
な
い
人
同
士
で
も
話
を

す
る
場
所
で
す
」
と
声
を
か
け
る
、
優

し
い
自
然
な
流
れ
が
あ
っ
た
。「
何
か

が
違
う
、
何
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
？
」
と
、
坂
倉
さ
ん
に
い
ろ
い
ろ

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ね
。

そ
こ
に
い
る
人
す
べ
て
が
、

い
た
い
よ
う
に
い
ら
れ
る
場
所

山
納　
「
三
田
の
家
」
で
は
、
大
学
の

教
員
の
方
が
日
替
わ
り
マ
ス
タ
ー
に

な
っ
た
の
で
す
か
？

坂
倉　
専
属
の
ス
タ
ッ
フ
は
雇
え
な
い

け
れ
ど
、
週
1
回
ず
つ
担
当
を
決
め
て

誰
か
が
そ
こ
に
い
れ
ば
オ
ー
プ
ン
と
い

う
こ
と
に
し
よ
う
、
と
。
あ
る
先
生
が

「
三
田
の
家
」
で
学
会
誌
を
読
ん
で
い

た
ら
、
教
え
子
が
ひ
と
り
い
て
、
そ
の

子
は
編
み
物
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
家
族
か
よ
！？
」と
笑
っ
て
い
ま
し
た
が

（
笑
）、
ま
さ
に
そ
こ
は
「
家
」
で
も

あ
っ
た
。
授
業
や
ゼ
ミ
が
終
わ
る
と
ご

飯
を
一
緒
に
食
べ
、
シ
ン
ク
で
皿
を

洗
っ
た
り
も
す
る
。
そ
う
い
う
と
き
に

話
す
内
容
は
、
教
室
と
は
ず
い
ぶ
ん
違

う
質
感
が
あ
り
ま
す
。

山
納　
そ
の
後
に
つ
く
ら
れ
た
「
芝
の

家
」
は
、
港
区
芝
地
区
総
合
支
所
と
慶

應
義
塾
大
学
が
協
働
で
運
営
し
て
お
ら

れ
ま
す
。
先
ほ
ど
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ

フ
ェ
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
単
な
る
カ

フ
ェ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
人
々
の
居
場

所
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の

拠
点
で
す
ね
。

坂
倉　

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
「
三
田
の

家
」
に
比
べ
、「
芝
の
家
」
は
公
共
事

業
の
性
質
が
強
い
の
で
、
同
じ
で
は
な

い
け
れ
ど
、「
そ
こ
に
い
る
人
が
、
い

た
い
よ
う
に
い
ら
れ
る
」
を
大
切
に
す

る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。

山
納　

小
山
田
さ
ん
と
熊
倉
さ
ん
が

2
0
0
0
年
に
行
わ
れ
た
対
談
の
折
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
お
茶
呑
み
場
」
と

い
っ
た
ま
さ
に
先
駆
的
な
言
葉
で
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
の
可
能
性
を
語
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
試

み
が
2
0
0
0
年
代
後
半
か
ら
本
当

に
ど
ん
ど
ん
一
般
化
し
ま
し
た
ね
。

坂
倉　
規
模
は
小
さ
い
け
れ
ど
多
様
な

人
が
集
ま
り
、
ひ
と
つ
の
機
能
や
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
な
い
多
様
な

使
わ
れ
方
が
さ
れ
、
自
分
ら
し
さ
を
発

揮
で
き
る
よ
う
な
関
わ
り
を
通
じ
、
い

ろ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
場
所
。

「
芝
の
家
」
が
軌
道
に
乗
り
、
各
方
面

か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、

さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
こ
と
に

気
づ
き
ま
し
た
。
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
と

か
、
福
祉
系
で
い
う
と
「
宅
老
所
」
の

よ
う
な
場
所
と
か
。

山
納　
小
山
田
さ
ん
や
熊
倉
さ
ん
な
ど
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
だ
か
ら
こ
そ
、
つ
な
が

り
を
つ
く
る
こ
と
も
ア
ー
ト
と
捉
え
、

そ
の
重
要
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
後
の
四
半
世
紀
、
社
会
の
中
で
そ

れ
が
方
法
論
と
し
て
共
有
さ
れ
つ
つ
あ

る
の
を
感
じ
ま
す
。

「
し
つ
ら
え
」「
き
り
も
り
」

「
く
わ
だ
て
」を
デ
ザ
イ
ン
す
る

山
納　
計
画
が
な
い
の
に
何
か
が
起
き

る
。「
芝
の
家
」
を
訪
れ
、
そ
の
自
然

な
時
の
流
れ
に
感
動
し
ま
し
た
。
今
も

不
思
議
な
の
は
、
あ
の
場
所
を
港
区
と

い
う
行
政
体
が
つ
く
っ
た
こ
と
で
す
。

坂
倉　
芝
三
丁
目
は
再
開
発
で
取
り
残

さ
れ
た
下
町
の
雰
囲
気
が
あ
る
街
区
で

す
。
こ
の
地
域
な
ら
で
は
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
問
題
を
解
決
す
る
拠
点
づ
く
り

と
し
て
、
行
政
の
担
当
者
が
最
初
に
考

え
て
い
た
の
は
、
昭
和
の
遊
び
が
体
験

で
き
る
、
も
う
少
し
典
型
的
な
「
公
共

施
設
」
で
し
た
。

　
で
も
「
お
客
さ
ん
」
を
呼
び
、
何
か

を
提
供
す
る
よ
う
な
場
を
つ
く
っ
て
も
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
な
が
り
を
増
や
し
、

主
体
的
に
地
域
と
関
わ
る
人
を
増
や
し

た
い
と
い
う
、
行
政
側
の
目
的
を
果
た

す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
ん
な
真
剣
な
議
論
を
重
ね
、
と
に
か

く
オ
ー
プ
ン
で
、
多
様
な
人
の
思
い
を

後
押
し
す
る
場
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

山
納　
訪
れ
た
人
を
単
な
る
お
客
様
に

し
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
最

初
か
ら
「
あ
る
べ
き
姿
」
は
見
え
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
？

坂
倉　
仕
様
書
や
計
画
書
を
つ
く
る
と

い
う
の
が
行
政
の
や
り
方
で
す
が
、
計

画
せ
よ
と
言
わ
れ
て
も
、
始
め
て
も
い

な
い
段
階
で
、
い
つ
、
誰
が
、
ど
ん
な

こ
と
を
言
っ
た
り
、
し
た
り
す
る
か
な

ん
て
、
わ
か
り
ま
せ
ん
（
笑
）。
互
い

に
学
び
、
話
し
合
い
な
が
ら
少
し
ず
つ

つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。

山
納　
そ
う
し
た
時
間
の
中
で
発
見
さ

れ
た
「
誰
も
が
い
た
い
よ
う
に
い
ら
れ

る
場
所
」
を
つ
く
る
仕
組
み
や
仕
掛
け

を
、
坂
倉
さ
ん
は
ご
著
書
の
中
で
「
し

つ
ら
え
（
空
間
）」「
き
り
も
り
（
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
）」「
く
わ
だ
て
（
コ
ン
テ
ン

ツ
）」
と
い
う
3
つ
の
視
点
か
ら
、
わ

か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
「
し
つ
ら
え
」
で
は
、

「
芝
の
家
」
の
オ
ー
プ
ン
な
雰
囲
気
に
、

外
と
内
を
つ
な
ぐ
縁
側
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
の
が
印
象
的
で
す
。

ま
た
、「
ち
ょ
っ
と
懐
か
し
く
て
、
く

つ
ろ
げ
る
空
間
」
が
、
特
に
多
世
代
の

居
場
所
づ
く
り
に
は
有
効
だ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

坂
倉　
訪
れ
る
人
に
よ
り
、
そ
の
時
の

気
分
で
座
る
場
所
ひ
と
つ
と
っ
て
も
違

い
ま
す
。
な
の
で
、
な
る
べ
く
多
様
な

「
座
る
場
所
」
を
用
意
し
ま
し
た
。

山
納　
運
営
面
の
「
き
り
も
り
」
で
感

心
し
た
の
が
、
オ
ー
プ
ン
時
間
の
前
後

に
行
わ
れ
る
と
い
う
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
と

チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
で
す
。

坂
倉　
ス
タ
ッ
フ
は
い
つ
誰
が
訪
れ
、

何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
時
間
と
向

き
合
い
、
伴
走
す
る
役
割
を
果
た
し
ま

す
。
そ
の
際
、「
今
日
は
あ
の
書
類
づ

く
り
を
し
て
し
ま
お
う
」
と
か
「
小
学

生
が
来
た
ら
、
一
緒
に
あ
の
ゲ
ー
ム
を

し
よ
う
」
な
ど
と
計
画
を
す
る
も
の
の
、

こ
う
し
た
目も

く

論ろ

見み

は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

裏
切
ら
れ
る
。
学
生
を
含
め
私
た
ち
は

プ
ロ
で
は
な
い
し
、
予
定
や
予
想
通
り

に
事
が
運
ば
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
結

構
く
た
び
れ
る
ん
で
す
。
何
カ
月
か
経

ち
、
ス
タ
ッ
フ
の
間
か
ら
自
然
に
「
始

ま
る
前
と
終
わ
っ
た
後
、
何
か
話
し
た

方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
い
う
声

が
上
が
り
ま
し
た
。

山
納　
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
が

「
今
の
気
分
と
体
調
」
を
分
か
ち
合
い
、

そ
の
場
に
い
る
メ
ン
バ
ー
が
オ
ー
プ
ン

な
気
持
ち
に
な
る
。
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト

は
そ
の
日
の
経
験
を
共
有
し
て
、
坂
倉

さ
ん
の
言
う
「
場
の
文
化
」
を
つ
く
っ

て
い
っ
た
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
そ
し
て
最
後
に
「
く
わ
だ
て
」
で
す

が
、「
芝
の
家
」
で
は
、
す
ぐ
に
大
掛

か
り
な
イ
ベ
ン
ト
を
思
い
描
か
ず
、
誰

か
が
何
か
を
や
り
た
い
と
し
て
、
た
と

え
ば
手
描
き
の
チ
ラ
シ
づ
く
り
な
ど
、

今
で
き
る
こ
と
か
ら
や
っ
て
み
る
。

「
こ
ん
な
こ
と
や
り
た
い
」
と
い
う
偶

然
の
思
い
つ
き
も
「
出
来
事
」
の
ひ
と

つ
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
を
出
発
点
に
次

の
ス
テ
ッ
プ
へ
つ
な
げ
て
い
ま
す
ね
。

坂
倉　
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
や
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
分
野
で
有

名
な
イ
タ
リ
ア
の
エ
ツ
ィ
オ
・
マ
ン

ズ
ィ
ー
ニ
［
＊
6
］
の
著
作
に
は
、「
ど
う

す
れ
ば
、
そ
の
人
た
ち
は
ダ
ン
ス
ホ
ー

ル
に
や
っ
て
き
て
一
緒
に
踊
り
、
そ
の

後
で
話
を
始
め
る
の
か
？
」
と
い
っ
た

問
い
が
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
と
膝
を

打
ち
ま
し
た
。
単
に
「
友
達
に
な
っ

て
」「
つ
な
が
っ
て
」「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
も

無
理
で
、
そ
う
い
う
直
接
に
操
作
で
き

な
い
こ
と
を
、
人
々
が
安
心
し
て
で
き

る
環
境
を
ど
う
つ
く
る
か
？
　
私
た
ち

が
試
行
錯
誤
し
て
き
た
の
も
、
そ
う
い

う
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

「
近
い
関
係
」の
再
発
見
が

地
域
の
ケ
ア
に
つ
な
が
っ
て
い
く

山
納　

港
区
の
事
業
で
は
2
0
1
3

年
か
ら
、
定
員
20
名
で
約
5
カ
月
に
わ

た
り
実
践
的
な
地
域
活
動
に
取
り
組
む

「
ご
近
所
イ
ノ
ベ
ー
タ
養
成
講
座
」
も

行
わ
れ
、
地
域
活
動
を
進
め
る
た
め
の

「
ご
近
所
ラ
ボ
新
橋
」［
＊
7
］
も
あ
る
。

こ
う
し
た
独
特
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く

り
の
方
法
論
に
も
、
一
貫
し
て
「
し
つ

ら
え
」「
き
り
も
り
」「
く
わ
だ
て
」
と

い
っ
た
デ
ザ
イ
ン
的
な
思
考
が
生
か
さ

れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
（
図
1
）。

坂
倉　
講
座
の
卒
業
生
に
活
躍
の
場
が

な
い
、
と
い
う
こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
場
づ
く
り
と
人
づ
く
り

を
同
時
に
進
め
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い

と
思
い
ま
す
。
特
に
「
ご
近
所
イ
ノ

ベ
ー
タ
養
成
講
座
」
は
何
か
を
教
わ
る

だ
け
で
な
く
、
20
人
が
つ
な
が
る
こ
と

自
体
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
地
域
柄
、

ふ
だ
ん
誰
と
も
会
わ
な
い
の
が
普
通

だ
っ
た
り
す
る
港
区
で
す
が
、
こ
の
講

座
に
参
加
す
る
と
毎
日
誰
か
し
ら
と
顔

を
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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［
＊
8
］
と
い
っ
た
構
想
が
、
日
本
で
は

単
に
商
業
の
賑
わ
い
や
自
動
車
の
排
除

と
い
っ
た
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、

近
接
的
な
暮
ら
し
の
実
感
を
も
つ
と
い

う
文
脈
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
町
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
い

る
人
が
つ
な
が
り
、
融
通
し
合
い
、
何

か
を
す
る
。
そ
う
い
う
経
験
を
す
る
と
、

地
域
の
価
値
や
意
味
合
い
も
大
き
く
変

わ
る
の
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
世
界

が
あ
ら
た
め
て
発
見
し
た
の
も
、
そ
の

部
分
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
起
点
に
な
る

山
納　
東
京
の
尾
山
台
周
辺
地
域
で
進

め
て
い
る
「
お
や
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
つ
い
て
も
教
え
て
く
だ
さ
い
。

坂
倉　
「
お
や
ま
ち
」
の
場
合
、
こ
れ

ま
で
と
は
逆
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
生
ま

れ
ま
し
た
。
2
0
1
5
年
か
ら
同
地

の
東
京
都
市
大
学
で
教
え
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
翌
年
に
駅
前
商
店
街
の
理
事

で
あ
る
高
野
雄ゆ

う

太だ
い

さ
ん
と
知
り
合
い
ま

し
た
。
こ
こ
は
毎
日
夕
方
4
～
6
時
に

歩
行
者
天
国
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
何

か
で
き
な
い
か
？
と
い
う
こ
と
で
商
店

街
に
パ
イ
プ
椅
子
を
並
べ
、「
ホ
コ
天

ゼ
ミ
」
を
行
っ
た
の
が
最
初
で
す
。

　
学
生
が
商
店
街
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
行
い
、
発
表
も
す
る
の
で
す
が
、

そ
れ
を
道
行
く
人
た
ち
も
不
思
議
そ
う

に
眺
め
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
き
っ
か

け
で
、
活
動
に
興
味
を
も
っ
た
地
元
小

学
校
の
校
長
（
当
時
）
や
地
元
在
住
の

神こ
う

武た
け

直
彦
さ
ん
（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院

教
授
）
も
参
加
し
、「
お
や
ま
ち
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
が
発
足
し
た
の
で
す
。

山
納　

行
政
の
施
策
で
は
な
く
、「
商

店
街
を
活
性
化
す
る
」
と
い
う
問
題
解

決
だ
け
を
目
標
に
掲
げ
る
組
織
で
も
な

山
納　
近
い
こ
と
が
、
ケ
ア
し
合
う
関

係
を
つ
く
る
。
公
共
空
間
に
よ
り
「
関

係
性
の
近
接
」
を
ち
ゃ
ん
と
つ
く
る
こ

と
が
、
ケ
ア
を
し
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
前
提
に
な
る
。
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
も
近

著
の
『
こ
こ
ち
よ
い
近
さ
が
ま
ち
を
変

え
る
』（
2
0
2
3
年
、
X
デ
ザ
イ
ン
出
版
）

で
、
そ
う
書
い
て
い
ま
す
ね
。

坂
倉　
今
や
地
球
環
境
も
ケ
ア
し
な
い

と
生
き
延
び
ら
れ
な
い
時
代
。
そ
れ
は

子
ど
も
や
高
齢
者
に
対
し
て
も
同
じ
で

す
。
た
と
え
ば
パ
リ
の
「
15
分
都
市
」

山
納
洋

（
や
ま
の
う
・
ひ
ろ
し
）

1
9
9
3
年
大
阪
ガ
ス
㈱
入
社
。

神
戸
ア
ー
ト
ビ
レ
ッ
ジ
セ
ン
タ
ー

（
現
・
新
開
地
ア
ー
ト
ひ
ろ
ば
）、

扇
町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
、

メ
ビ
ッ
ク
扇
町
（
現
・
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
大
阪 

メ
ビ
ッ
ク
）
な
ど

の
企
画
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
業
務
を
歴
任
。
10
年
よ
り
近
畿

圏
部
に
て
地
域
活
性
化
・
社
会
貢
献
事
業
に
携
わ
る
一
方
、

カ
フ
ェ
空
間
の
シ
ェ
ア
活
動
「com

m
on cafe

」「
六
甲

山
カ
フ
ェ
」、
ト
ー
ク
サ
ロ
ン
企
画
「Talkin’About

」
な

ど
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
。
著
書
に
『com

m
on cafe

』（
西

日
本
出
版
社
）、『
つ
な
が
る
カ
フ
ェ　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

〈
場
〉
を
つ
く
る
方
法
』（
学
芸
出
版
社
）
な
ど
が
あ
る
。

坂
倉
杏
介

（
さ
か
く
ら
・
き
ょ
う
す
け
）

東
京
都
市
大
学
都
市
生
活
学
部

教
授
。
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院

政
策
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
特
任

准
教
授
。
一
般
社
団
法
人
三
田

の
家
代
表
理
事
。
一
般
社
団
法

人
お
や
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
理
事
。
博
士
（
政
策
・
メ
デ
ィ

ア
）。
1
9
7
2
年
生
ま
れ
。
96
年
慶
應
義
塾
大
学
文
学

部
哲
学
科
美
学
美
術
史
学
専
攻
卒
業
。
03
年
慶
應
義
塾
大

学
大
学
院
政
策
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
修
了
。
同
大
学
デ
ジ

タ
ル
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ツ
統
合
研
究
機
構
専
任
講
師
、

グ
ロ
ー
バ
ル
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
究
所
特
任
講
師
な
ど
を
経

て
、
16
年
に
同
大
学
院
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。

15
年
よ
り
東
京
都
市
大
学
都
市
生
活
学
部
准
教
授
。
23
年

よ
り
現
職
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
を
領
域
に
研
究
。『
場
づ
く
り
か
ら
始
め
る
地

域
づ
く
り　
創
発
を
生
む
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
つ
く
り

方
』（
共
著
、
学
芸
出
版
社
）
な
ど
著
書
多
数
。

注＊
1 

芸
術
文
化
観
光
専
門
職
大
学
教
授
。
学
術
博
士
。

フ
ラ
ン
ス
文
学
・
思
想
、
現
代
ア
ー
ト
や
ダ
ン

ス
に
関
す
る
研
究
と
実
践
を
行
う
。
2
0
0
0

年
以
後
、
教
育
現
場
の
変
革
の
作
業
を
展
開
し
、

大
学
を
地
域
・
社
会
へ
と
開
く
新
し
い
学
び
の

場
の
創
設
に
携
わ
る
。

＊
2 

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
一
定
期
間
、
あ
る
土
地
に
招

き
、
滞
在
し
な
が
ら
の
制
作
を
行
わ
せ
る
事
業
。

＊
3 

日
本
の
美
術
家
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
画
科

在
学
中
の
1
9
8
4
年
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
グ

ル
ー
プ
「DUM

B TYPE

」
を
結
成
。
90
年
代

か
ら
共
有
空
間
の
開
発
演
出
を
行
う
。

＊
4 

京
都
市
上
京
区
に
あ
る
明
治
期
の
洋
館
を
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
カ
フ
ェ
。小
山
田
徹
ら「DUM

B 
TYPE

」
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
、
牧
師
や
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
、
市
民
運
動
家
、
大
学
教
員
ら
多
彩

な
人
々
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
は
じ
め

と
す
る
多
様
な
発
信
を
行
っ
て
い
る
。

＊
5 

大
阪
市
天
王
寺
区
に
あ
る
浄
土
宗
知
恩
院
末
の
寺

院
。
2
階
建
て
円
形
ホ
ー
ル
型
の
建
物
は
、
広

く
外
部
に
も
門
戸
を
開
い
て
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
8
頁
も
参
照
。

い
の
で
す
ね
。

坂
倉　
興
味
も
関
心
も
違
う
4
人
が
中

心
と
な
り
、
商
店
街
で
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
い
ま
し

た
。
す
る
と
、
近
く
に
住
ん
で
い
た
け

れ
ど
出
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
人
た
ち

が
、「
好
き
」
や
「
や
り
た
い
」
を

き
っ
か
け
に
出
会
う
と
、
驚
く
ほ
ど
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
始
ま
る
ん
で
す
。
や

り
た
い
人
と
、
そ
れ
を
実
現
で
き
る
人

が
つ
な
が
る
と
い
う
、
支
援
の
マ
ッ
チ

ン
グ
が
起
こ
り
や
す
い
。「
お
や
ま
ち

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
開
催
す
る
イ
ベ
ン

ト
に
行
く
と
気
の
合
う
人
が
で
き
、
す

ぐ
一
緒
に
や
ろ
う
と
盛
り
上
が
り
ま
す
。

山
納　
そ
う
い
う
地
域
に
根
差
し
た
新

し
い
関
係
の
中
か
ら
、
こ
こ
「
タ
タ
タ

ハ
ウ
ス
」
も
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
か
？

1
階
は
も
と
も
と
高
野
さ
ん
の
家
業
で

あ
る
学
校
用
品
を
扱
う
洋
品
店
で
す
が
、

カ
フ
ェ
や
バ
ー
、
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
ス
ト

ア
と
し
て
も
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
2
階
が
、「
お
や
ま
ち
リ

ビ
ン
グ
ラ
ボ
」
で
す
ね
。

坂
倉　
地
域
の
暮
ら
し
の
中
で
さ
ま
ざ

ま
な
可
能
性
を
探
る
た
め
の
「
実
験

場
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
大
学
で
借
り

て
い
る
ゼ
ミ
や
研
究
活
動
の
た
め
の
研

究
室
で
も
あ
り
ま
す
が
、
地
域
住
民
か

ら
企
業
の
方
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が

集
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
生
む
場
所
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。

山
納　
や
は
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

で
あ
り
、
そ
れ
が
場
づ
く
り
に
も
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
、
と
。

坂
倉　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
と
多
く

の
人
は
町
内
会
や
商
店
街
な
ど
既
存
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。

で
も
今
の
時
代
、
そ
れ
が
本
当
に
町
を

代
表
し
て
い
る
か
と
い
う
と
疑
問
も
あ

る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
所
属
す
る
も
の

と
考
え
る
人
も
多
い
け
れ
ど
、
そ
う
で

は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
、
む
し
ろ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

つ
く
っ
て
い
く
。
あ
る
関
心
事
が
あ
り
、

協
力
し
て
何
か
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い

か
ら
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
る
。「
お
や
ま
ち

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
ま
さ
に
そ
う
い

う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
試
み
で
す
。

町
全
体
を
本
当
の
意
味
で
の

「
居
場
所
」と
す
る
た
め
に

山
納　
人
と
す
れ
違
っ
て
も
話
さ
な
い

し
、
カ
フ
ェ
で
隣
に
座
っ
た
人
と
仲
良

く
な
る
こ
と
も
な
い
。
今
の
社
会
を
見

て
、
坂
倉
さ
ん
は
ど
ん
な
時
代
意
識
を

も
っ
て
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

坂
倉　
実
感
と
し
て
も
、
ま
た
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
研
究
を
見
て
も
よ
く
わ
か
ら

な
い
の
で
す
が
、
あ
る
種
の
格
差
が
広

が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

危
惧
は
も
っ
て
い
ま
す
。
社
会
関
係
資

本
、
あ
る
い
は
人
と
人
と
の
豊
か
な
関

係
に
触
れ
て
育
っ
て
き
た
人
と
、
そ
う

で
な
い
人
の
二
極
化
が
進
ん
で
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
納　
こ
れ
か
ら
の
活
動
の
展
望
も
含

め
、
今
の
世
の
中
に
は
ど
ん
な
場
づ
く

り
が
必
要
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

坂
倉　
た
だ
居
場
所
を
つ
く
り
、
出
会

う
だ
け
で
は
な
く
、「
町
全
体
が
そ
う

な
っ
て
い
く
」
こ
と
が
大
切
と
考
え
て

い
ま
す
。
商
売
の
場
所
と
考
え
ら
れ
て

い
た
商
店
街
を
私
た
ち
が
「
再
定
義
」

し
た
よ
う
に
、
図
書
館
も
学
校
も
老
人

ホ
ー
ム
も
保
育
園
も
公
園
も
飲
食
店
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
超
え
た
出
会
い
や

集
い
の
場
、「
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
プ
レ
イ

ス
」
と
し
て
、
も
っ
と
人
々
の
多
彩
な

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
が
重
な
る
場
所
に
で

き
る
は
ず
で
す
（
図
2
）。

山
納　
町
全
体
が
居
場
所
に
な
っ
て
い

く
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
よ
い
居
場

所
を
つ
く
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
来
て
く

れ
る
人
し
か
来
な
い
。
当
た
り
前
で
す

が
、「
場
づ
く
り
」
に
関
わ
る
と
、
そ

の
こ
と
を
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

坂
倉　
歩
行
者
天
国
で
授
業
を
す
る
こ

と
は
、
そ
の
意
味
で
も
大
切
な
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
知
ら
な
い
人
同
士
が

つ
な
が
り
、
新
た
な
関
係
が
生
ま
れ
る

瞬
間
を
目
撃
す
る
だ
け
で
も
「
こ
の
町

で
は
そ
れ
が
で
き
る
」
と
思
え
る
。

山
納　
社
会
関
係
資
本
が
二
極
化
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
今
の
社
会
で
は
、

そ
の
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
感

じ
ま
す
。
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
観
ま

で
視
野
に
入
れ
た
「
場
づ
く
り
」
の
話

を
共
有
で
き
、
今
日
は
本
当
に
貴
重
な

時
間
で
し
た
。

＊
6 

イ
タ
リ
ア
の
デ
ザ
イ
ン
研
究
者
。
詳
細
は
8
頁
か

ら
の
記
事
を
参
照
。

＊
7 

港
区
新
橋
6
丁
目
の
公
共
施
設
1
階
に
あ
る
区
民

協
働
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
た
地
域
づ
く
り
の
活

動
拠
点
。
誰
も
が
ご
近
所
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活

動
を
気
軽
に
始
め
た
り
、
仲
間
を
増
や
し
た
り

で
き
る
よ
う
な
「
研
究
室
」
や
「
実
験
室
」
と

し
て
、
カ
フ
ェ
機
能
、
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー

ス
機
能
、
部
活
や
イ
ベ
ン
ト
機
能
を
備
え
た
空
間
。

＊
8 

都
市
機
能
の
集
約
と
ブ
ロ
ッ
ク
化
に
よ
り
、
日
常

の
ほ
と
ん
ど
の
用
事
を
徒
歩
や
自
転
車
で
済
ま

す
こ
と
の
で
き
る
都
市
計
画
。
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真
の
「
場
づ
く
り
」
と
は
、
単
に
居
場
所
を
設
け

れ
ば
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
人
が
集
ま
り
、
互
い
に
話

し
、
関
係
性
を
豊
か
に
す
る
な
か
で
、
住
民
が
当
事

者
意
識
を
持
っ
て
地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
――
そ

う
し
た
活
き
た
場
づ
く
り
を
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら

取
り
組
む
際
、
イ
タ
リ
ア
の
デ
ザ
イ
ン
研
究
者
エ

ツ
ィ
オ
・
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
の
思
想
は
起
点
の
ひ
と
つ

と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
考
え
に
強
く
共
鳴
し
、
企
業
・

自
治
体・共
同
体
と
多
様
な
実
験
を
共
創
す
る（
一
社
）

公
共
と
デ
ザ
イ
ン
の
共
同
経
営
者
で
あ
る
川
地
真
史

氏
、
石
塚
理
華
氏
、
富
樫
重
太
氏
に
、
場
づ
く
り
か

ら
始
ま
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
新
し
い
民
主
主

義
の
形
、
そ
れ
を
生
み
出
す
考
え
方
や
実
践
の
方
法

な
ど
に
つ
い
て
、
幅
広
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

―
―
川
地
さ
ん
、
石
塚
さ
ん
、
富
樫
さ
ん
は
、
共
同
経
営
す
る

「
公
共
と
デ
ザ
イ
ン
」
で
、
東
京
都
で
は
渋
谷
区
と
の
ソ
ー
シ
ャ

ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ラ
ボ
立
ち
上
げ
の
伴
走
、
働
き
や
す
い
職

場
環
境
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
京
都
府
亀
岡
市
と
地
域
企
業
を

交
え
て
の
共
創
、
ま
た
「
産
む
」
に
ま
つ
わ
る
価
値
観
・
選
択

肢
を
問
い
直
す
展
示
活
動
「
産
ま
み
［
む
］
め
も
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
皆
さ
ん
の
共
著
で
あ
る『
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
』（
2
0
2
3
年
、
ビ
ー
・
エ
ヌ
・
エ
ヌ
）で
は
、「
デ
ザ
イ

ン
が
も
た
ら
す
社
会
的
な
影
響
に
着
目
し
実
践
す
る
先
人
」
と

し
て
エ
ツ
ィ
オ
・
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
［
＊
1
］
を
紹
介
。
彼
が
提

唱
す
る
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
駆
動
民
主
主
義
」
の
思
想
に
つ
い
て
、

大
き
く
紹
介
し
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
今
日
は
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
の

思
想
に
触
れ
つ
つ
、
皆
さ
ん
の
お
考
え
や
こ
れ
ま
で
の
活
動
を

か
け
た
け
ど
、
ほ
ぼ
ノ
ー
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
、
思
っ
た

よ
り
み
ん
な
関
心
が
な
い
ん
だ
な
、
と
（
笑
）。
そ
ん

な
な
か
、
参
加
を
表
明
し
て
く
れ
た
石
塚
さ
ん
と
3
人

で
、
ゆ
る
く
活
動
を
始
め
た
の
が
2
0
2
0
年
頃
で
し

た
。

石
塚　
私
は
2
0
1
5
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー

美
術
大
学
に
交
換
留
学
し
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
は
行

政
に
提
案
す
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
の
授
業
が

あ
っ
て
、
自
分
が
今
ま
で
や
っ
て
き
た
ス
キ
ル
や
目
線

を
こ
う
い
う
こ
と
に
使
え
る
ん
だ
と
い
う
点
が
興
味
深

か
っ
た
。
帰
国
後
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
に
就

い
た
も
の
の
、
当
時
は
デ
ザ
イ
ン
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
盛
り

上
げ
る
と
い
う
言
説
が
全
盛
の
時
代
で
、
周
り
に
は
公

共
セ
ク
タ
ー
と
デ
ザ
イ
ン
と
い
っ
た
領
域
に
興
味
が
あ

る
人
も
、
そ
の
方
面
の
仕
事
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
ど

う
し
よ
う
か
と
も
や
も
や
し
て
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

ふ
た
り
に
会
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

川
地
　

3
人
と
も
デ
ザ
イ
ン
の
領
域
が
ビ
ジ
ネ
ス
的
な

成
長
に
回
収
さ
れ
、
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
違

和
感
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
デ
ザ
イ
ン
の
公
共
的

な
役
割
や
ア
ウ
ト
カ
ム
の
形
に
関
心
を
抱
い
て
集
ま
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
気
づ
い
た
の
は
、
消
費
財
と
し
て
の

「
売
れ
る
デ
ザ
イ
ン
」
が
も
て
は
や
さ
れ
て
き
た
日
本

に
対
し
、
西
欧
で
は
何
十
年
も
前
か
ら
「
政
策
・
公
共

サ
ー
ビ
ス
・
民
主
主
義
」
と
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
関
わ
り
に

つ
い
て
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
問
題
意
識
が
あ
る
と
い
う
点
で

す
。
最
初
は
W
e
b
な
ど
メ
デ
ィ
ア
で
の
発
信
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
が
、
活
動
の
な
か
で
知
り
合
っ
た
方
々
と

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
る
よ
う
に
な
っ
て
、
2
0
2
1
年

に
法
人
化
し
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

誰
も
が
デ
ザ
イ
ン
す
る
時
代
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
駆
動
民
主
主
義

―
―
そ
ん
な
皆
さ
ん
が
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
の
思
想
に
触
れ
た
き
っ

か
け
は
？

川
地　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
へ
留
学
す
る
直
前
く
ら
い
に
マ

ン
ズ
ィ
ー
ニ
の
『D

esign, W
hen E

verybody 

D
esigns

』
を
手
に
入
れ
た
の
が
最
初
で
す
。
2
0
1
5

年
に
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
未
邦
訳
で
す
が
、
デ
ザ
イ
ン

の
世
界
に
与
え
た
影
響
は
非
常
に
大
き
い
。
ま
ず
タ
イ

ト
ル
か
ら
「
デ
ザ
イ
ン
せ
よ
。
誰
も
が
デ
ザ
イ
ン
す
る

時
代
だ
」
と
い
う
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

石
塚　
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
の
考
え
は
社
会
と
民
主
主
義
と

デ
ザ
イ
ン
と
い
う
よ
う
な
本
に
は
必
ず
引
用
さ
れ
て
い

て
、
私
も
『D

esign, W
hen Everybody D

esigns

』

を
読
み
、
考
え
方
に
共
感
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
、
先
に
話
し
た
も
や
も
や
が
あ
っ
た
タ
イ
ミ

ン
グ
で
、
自
分
の
仕
事
の
あ
り
方
を
新
た
な
角
度
か
ら

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
ね
。

富
樫　
D
E
S
I
S［
＊
3
］
と
い
う
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
の
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
団
体
が
あ
り
、
そ
の
中
核
的
存
在
で
あ
る
マ
ン

ズ
ィ
ー
ニ
が
提
唱
し
た
の
が
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
駆
動
民

主
主
義
」
で
す
。
こ
れ
は
、
人
々
が
自
分
自
身
の
人
生

や
人
生
の
一
部
に
関
わ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
、

話
し
合
い
や
行
動
に
結
び
つ
い
た
実
践
―
―
「
ラ
イ
フ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
通
じ
て
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
の
外

に
出
る
動
き
の
こ
と
。
そ
の
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
践

お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

川
地　

僕
は
当
初
、
ブ
ロ
グ
に
「
海
外
の
公
共
セ
ク

タ
ー
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
の
事
例
と
可
能
性
」
と
い
っ

た
記
事
を
書
い
て
い
た
の
で
す
が
、
富
樫
さ
ん
と
は
そ

の
ブ
ロ
グ
を
通
し
て
知
り
合
い
ま
し
た
。
2
0
1
6
、

7
年
頃
の
こ
と
で
す
。

富
樫　
当
時
、
僕
は
デ
ザ
イ
ン
会
社
で
働
き
な
が
ら
、

デ
ザ
イ
ン
の
ア
ウ
ト
カ
ム
（
成
果
）
は
何
な
の
か
と

い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
時
期
で
、

日
本
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
あ
り
方
や
そ
れ
に
対
す
る
デ
ザ
イ

ン
の
役
割
が
こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
っ
た
思
い
が
大
き

か
っ
た
。
そ
ん
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
会
っ
た
川
地
さ
ん
と

の
対
話
か
ら
、
海
外
で
は
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ラ
ボ
」

と
い
っ
て
政
府
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
協
働
す
る
よ
う
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
ん
で
す
。

川
地　

あ
の
頃
、
僕
た
ち
は
W
e
b
サ
ー
ビ
ス
開
発

に
携
わ
っ
て
い
た
け
ど
、
周
り
に
そ
う
い
う
話
を
す
る

人
自
体
あ
ま
り
お
ら
ず
、
チ
ャ
ッ
ト
ア
プ
リ
の

S
l
a
c
k
上
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
セ
ク
タ
ー
や
民
主
主
義

な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
デ
ザ
イ
ン
の
関
連
に
興
味
が
あ

る
人
た
ち
が
集
ま
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
の
直
後
に
、
僕
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ア
ー
ル
ト
大
学

［
＊
2
］
の
修
士
課
程
に
留
学
し
、
そ
こ
で
協
働
的
な
デ

ザ
イ
ン
を
学
ん
だ
り
、
行
政
と
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
経

験
し
た
り
し
て
、
帰
国
後
は
日
本
の
社
会
の
公
共
面
の

発
展
に
少
し
で
も
貢
献
し
た
い
と
思
い
、
富
樫
さ
ん
と

相
談
し
た
ん
で
す
。
と
り
あ
え
ず
、
政
策
・
公
共
サ
ー

ビ
ス
・
民
主
主
義
な
ど
と
デ
ザ
イ
ン
の
関
わ
り
に
つ
い

て
の
事
例
を
調
べ
て
発
信
し
よ
う
と
、
参
加
者
を
呼
び

加
藤
し
の
ぶ
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

ソ
ー
シ
ャル
イ
ノベ
ー
ション
を

生
み
出
す
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る

―
―
エ
ツ
ィ
オ
・マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
の
思
想
を
も
と
に
　

特
集
／
場
づ
く
り
の
そ
の
先
へ
―
―
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て
い
く

［
一
般
社
団
法
人
公
共
と
デ
ザ
イ
ン
］

川
地
真
史
　
石
塚
理
華
　
富
樫
重
太

鼎
談大阪市天王寺区の應典院での「産まみ［む］

めも」（2024年5月17～26日開催）の展示会
場にて。左から川地氏、石塚氏、富樫氏。
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█図：ライフプロジェクトを起点にした
「プロジェクト駆動型」の民主主義＝
クリエイティブデモクラシーの概念

ソーシャルイノベーション

クリエイティブデモクラシー青

うつわ赤

ライフプロジェクト黄

クリエイティブデモクラシー

インフラストラクチャ＝うつわを構成する要素
（ルール、関係性、場、ツール、プラットフォームなど）

ライフプロジェクト

うつわ

出典／『クリエイティブデモクラシー』（2023年）
掲載の図をもとに作成

デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
を
「
デ
ザ
イ
ン
モ
ー
ド
」
と
対
比

し
て
表
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル
が
消
え
た
流

動
的
な
今
の
時
代
、「
慣
習
モ
ー
ド
」
で
は
や
っ
て
い

け
な
く
な
り
、
自
分
が
ど
う
し
た
い
か
を
自
分
で
決
め

て
自
ら
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
「
デ
ザ
イ
ン
モ
ー
ド
」

に
切
り
替
え
て
い
く
こ
と
で
、
人
間
の
潜
在
的
な
可
能

性
が
解
き
放
た
れ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

川
地　
『
日
々
の
政
治
』
に
は
「
デ
ザ
イ
ン
能
力
と
は

歌
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
僕
た
ち
は
み
な
歌
う
こ
と

が
で
き
る
」
と
あ
り
ま
す
。
人
は
誰
も
が
、
社
会
関
係

を
再
生
す
る
デ
ザ
イ
ン
能
力
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
は

た
と
え
ば
「
批
判
的
思
考
」「
創
造
性
」「
分
析
能
力
」

「
実
践
的
思
考
」
と
い
っ
た
能
力
で
あ
る
、
と
。
そ
の

う
え
で
、
僕
た
ち
の
よ
う
な
専
門
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
そ

れ
を
発
揮
す
る
た
め
の
環
境
づ
く
り
の
役
割
を
果
た
す

べ
き
、
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。

石
塚　
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
に

は
、
国
や
自
治
体
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
施
策
を
行
い
、

私
た
ち
の
生
活
に
勝
手
に
反
映
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
も

あ
る
と
思
う
け
ど
、
一
方
で
個
人
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
私
た
ち
の
生
活
や
社
会
を
変
化
さ
せ
て
い
く
き
っ
か

け
と
な
る
よ
う
な
働
き
方
も
あ
る
。
そ
う
い
う
私
的
衝

動
か
ら
公
共
性
を
生
み
出
す
の
が
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
ラ

イ
フ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
起
点
に
し
た
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

駆
動
民
主
主
義
」
で
あ
り
、
協
働
的
な
参
加
型
民
主
主

義
の
一
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

富
樫　
参
加
型
の
デ
ザ
イ
ン
自
体
は
70
年
代
か
ら
あ
っ

た
け
ど
、
明
確
に
民
主
主
義
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
マ

ン
ズ
ィ
ー
ニ
は
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
読
ん
で
き

た
本
は
、
た
と
え
ば
住
民
を
あ
ま
り
信
頼
せ
ず
に
「
ど

う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
出
発
す

る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
民
主
主
義
の

理
念
に
立
ち
返
っ
て
考
え
る
と
、
そ
の
出
発
点
が
お
か

し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
ん
で
す
。
私

た
ち
の
『
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で
は
、

マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
の
考
え
を
も
と
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
を
深
め
、「
各
々
の
ロ
ー
カ
ル
で

生
き
る
状
況
の
当
事
者
＝
わ
た
し
と
多
様
な
他
者
が
新

し
い
関
係
性
を
育
み
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
当
た
り
前

を
問
い
直
し
、
シ
ス
テ
ム
の
変
容
を
促
す
創
造
的
活

動
」
と
再
定
義
し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
係
性
の〝
う
つ
わ
〟を
編
む

―
―
専
門
家
が
果
た
す
役
割
と
は

―
―
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
駆
動
民
主
主
義
」
の
視
点
か
ら
場
づ
く

り
を
考
え
た
場
合
、
デ
ザ
イ
ン
の
専
門
家
の
果
た
す
役
割
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

石
塚　

デ
ザ
イ
ン
の
専
門
家
と
し
て
の
ケ
イ
パ
ビ
リ

テ
ィ
を
ど
う
い
う
方
向
に
発
揮
す
る
か
は
、
向
き
合
う

土
壌
が
ビ
ジ
ネ
ス
な
の
か
、
社
会
運
動
な
の
か
で
大
き

く
分
か
れ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
た
だ
、
確
実
に
言

え
る
の
は
、
誰
も
が
暮
ら
し
を
良
く
し
て
い
く
た
め
の

デ
ザ
イ
ン
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
専
門
家

に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
、
こ
れ
ま
で
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と

は
違
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
点
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
前
に
商
店
街
や
小
学
校
と
連
携
し
な
が

ら
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
方
と
話

し
た
の
で
す
が
、「
こ
う
い
う
活
動
を
す
る
と
き
に
、

生
身
の
言
葉
を
く
ら
っ
て
、
下
手
な
り
に
何
と
か
書
け

ち
ゃ
っ
た
り
。
ど
れ
だ
け
き
れ
い
に
設
計
し
た
と
し
て
、

生
身
の
関
係
で
そ
れ
を
〝
く
ら
う
〟
こ
と
の
方
が
、
強

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
も
し
て
い
る
。

富
樫　
人
と
人
が
出
逢
う
と
き
に
補
助
線
は
必
要
と
い

う
の
も
そ
う
な
の
だ
け
ど
、
今
、
川
地
さ
ん
が
挙
げ
た

ラ
ッ
プ
バ
ト
ル
の
よ
う
な
〝
触
発
〟
が
起
こ
る
ケ
ー
ス

も
確
か
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ラ
ッ
プ
の
中
に
自
分
の

生
々
し
い
魂
み
た
い
な
も
の
が
現
れ
て
、
そ
こ
か
ら
何

か
の
連
鎖
が
起
こ
っ
た
の
か
な
と
思
う
。

　
や
は
り
、
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
も
や
も
や
だ
っ
た

り
、
心
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
り
が
、
交

じ
り
合
う
環
境
を
ど
う
つ
く
れ
る
か
が
重
要
な
気
が
し

ま
す
。
な
ん
で
も
か
ん
で
も
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
わ
け
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
人
の
内
側
に
あ
る
魂
だ
っ
た

り
、
光
み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
り
が
出
発
点
に
な
る
わ

け
で
、
そ
れ
を
ど
う
引
き
出
し
て
い
け
る
か
が
大
事
な

の
か
な
と
感
じ
ま
す
。

石
塚　

さ
っ
き
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
政
策
的
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
く
も
の
と
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
つ
く
っ

て
い
く
も
の
の
両
方
が
あ
る
と
い
う
話
を
し
た
け
ど
、

そ
れ
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
も
の
が
必
要
だ
と
マ
ン
ズ
ィ
ー

ニ
は
言
っ
て
い
る
。
制
度
だ
け
あ
っ
て
も
誰
も
動
か
な

い
し
、
ボ
ト
ム
だ
け
が
盛
り
上
が
っ
て
も
政
策
に
つ
な

が
っ
て
い
か
な
い
か
ら
、
両
方
や
り
ま
し
ょ
う
ね
と
い

う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
理
論
と
し
て
は
そ
う
だ
け
ど
、

実
際
に
や
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
私
た
ち
は
、
そ

れ
が
ど
う
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
模
索
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
台
と
し
て
お
互
い
に
相
手
を
気
に
か
け
る
よ
う
な
関

係
を
ど
う
つ
く
る
か
が
重
要
だ
ね
」
と
い
う
言
葉
が
印

象
的
で
し
た
。
場
所
や
も
の
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も

の
が
イ
ン
フ
ラ
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
け
れ
ど
、
他
者

と
出
逢
い
、
自
分
と
異
な
る
考
え
方
、
異
な
る
望
ま
し

さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
体
験
こ
そ
大
事
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
〝
う
つ
わ
〟
と
な
る
環
境
を
編
む
と
い
う

こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
役
割
の
ひ
と
つ

だ
と
思
い
ま
す
ね
（
図
）。

富
樫　
そ
の
点
で
言
う
と
、
ロ
ン
ド
ン
のEvery O

ne 

Every D
ay

［
＊
5
］
は
「
参
加
型
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
づ

く
り
の
代
表
的
な
事
例
で
す
。「〝
家
族
、
友
人
、
隣
人

の
生
活
を
良
く
す
る
〟
真
の
変
化
に
は
、
多
く
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
一
緒
に
つ
く
る
必
要
が
あ
る
」
と
掲
げ
、

ま
ず
は
自
宅
の
近
く
で
、
自
分
と
似
た
よ
う
な
人
た
ち
、

異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
人
た
ち
と
一
緒
に

過
ご
そ
う
、
と
。
た
と
え
ば
一
緒
に
パ
ン
を
こ
ね
る
体

験
を
通
じ
、
お
互
い
の
こ
と
を
少
し
ず
つ
知
り
、
情
報

を
共
有
し
合
う
な
ど
、
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
を
過
ご
す
こ
と

か
ら
一
緒
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
立
ち
上
げ
る
ま
で
、
多
様
な

参
加
の
機
会
を
つ
く
る
こ
と
で
、
目
覚
ま
し
い
進
化
を

遂
げ
ま
し
た
。

石
塚　
あ
の
事
例
は
か
な
り
綿
密
に
全
体
設
計
が
さ
れ

て
い
て
、
た
と
え
ば
ふ
っ
と
来
た
人
が
そ
の
段
階
で
関

わ
れ
た
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
る
人
を
支
援
し
た
り
、

最
初
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ス
を
準

備
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
参
加
の

補
助
線
み
た
い
な
も
の
が
き
れ
い
に
引
い
て
あ
る
と
い

う
か
…
…
。 

川
地　
た
だ
、
そ
れ
は
き
れ
い
な
側
面
だ
け
見
た
話
だ

よ
ね
。
そ
う
い
う
設
計
を
準
備
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

大
事
だ
け
ど
、
結
局
、
何
か
を
始
め
る
と
き
に
は
そ
れ

を
動
か
し
て
い
る
人
の
態
度
が
大
事
だ
と
思
う
。
友
人

が
ラ
ッ
プ
バ
ト
ル
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
と

き
の
話
だ
け
ど
、
そ
こ
で
は
15
分
即
興
で
ラ
イ
ブ
を
見

せ
て
、
あ
と
30
分
で
「
は
い
、
こ
こ
か
ら
は
自
分
で
ラ

イ
ム
（
韻
を
踏
ん
だ
歌
詞
）
を
書
い
て
」
と
い
う
よ
う
な
、

補
助
線
も
何
も
な
い
や
り
方
だ
っ
た
。
で
も
、
友
人
は

す
る
活
動
こ
そ
「
デ
ザ
イ
ン
」
で
あ
り
、
専
門
家
だ
け

で
な
く
、
関
わ
る
す
べ
て
の
人
が
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
に

な
り
得
る
と
い
う
発
想
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
考
え
に
興
味
を
持
ち
、
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
が
書
い

た
『
日
々
の
政
治
　
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

も
た
ら
す
デ
ザ
イ
ン
文
化
』（
2
0
2
0
年
、
ビ
ー
・
エ

ヌ
・
エ
ヌ
）
を
読
み
ま
し
た
。
川
地
さ
ん
と
活
動
を
始

め
た
頃
で
、
デ
ザ
イ
ン
の
民
主
主
義
に
お
け
る
役
割
と

は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
内
容
、
み
ん
な
で
デ
ザ
イ

ン
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

自
分
に
も
何
か
で
き
る
か
も
、
と
い
う
大
き
な
可
能
性

を
感
じ
ま
し
た
ね
。

川
地　
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
の
思
想
の
時
代
背
景
を
言
っ
て

お
く
と
、
彼
自
身
が
大
い
に
影
響
を
受
け
た
運
動
と
し

て
、
1
9
7
0
年
代
に
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
エ
ス
テ
と
い

う
町
で
民
主
的
な
医
療
運
動
に
取
り
組
ん
だ
、
精
神
科

医
フ
ラ
ン
コ
・
バ
ザ
ー
リ
ア
［
＊
4
］
の
こ
と
を
挙
げ
て

い
ま
す
。
当
時
、
精
神
疾
患
の
あ
る
患
者
は
隔
離
さ
れ

閉
鎖
病
棟
に
置
か
れ
て
い
た
の
を
、
草
の
根
運
動
か
ら

初
め
て
地
域
の
中
で
一
緒
に
ケ
ア
し
て
い
こ
う
と
い
う

動
き
に
な
り
、
最
終
的
に
精
神
科
病
院
廃
絶
を
謳
う
、

い
わ
ゆ
る
「
バ
ザ
ー
リ
ア
法
」
が
実
現
。
こ
れ
は
そ
れ

ま
で
の
当
た
り
前
と
は
全
く
異
な
る
〝
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
〟
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
草
の
根
運
動
の
背
景
が
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
思
想
に
も
つ
な
が
っ

て
い
る
、
と
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
は
書
い
て
い
ま
す
。

富
樫　
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
は
、
今
ま
で
通
り
の
「
こ
う
し

て
い
れ
ば
う
ま
く
い
く
」
と
い
う
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル

を
「
慣
習
モ
ー
ド
」、
自
ら
が
自
分
の
生
を
自
律
的
に
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ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は

他
者
と
の
出
逢
い
に
依
存
す
る

―
―
進
行
形
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
例
と
し
て
、
2
0
2
2

年
に
始
ま
っ
た
「
産
む
」
に
ま
つ
わ
る
価
値
観
・
選
択
肢
を

問
い
直
す
展
示
「
産
ま
み
［
む
］
め
も
」
に
つ
い
て
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

富
樫　
「
産
ま
み
［
む
］
め
も
」
に
は
、
一
般
の
方
だ

と
見
出
し
づ
ら
い
領
域
に
も
、
デ
ザ
イ
ン
的
課
題
を
見

つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
を
、
掘
り
下
げ

て
い
っ
た
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
起
点
と
な
っ
た
の
は
、
じ
つ
は
私
た
ち
自
身
の
も
や

も
や
で
し
た
。
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
も
や
も
や
す
る
こ

と
を
出
し
合
っ
て
、
3
人
と
も
が
ピ
タ
ッ
と
き
た
の
が

「
産
む
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
時
の

僕
た
ち
が
30
歳
前
後
で
、
育
っ
た
環
境
や
子
育
て
へ
の

苦
手
イ
メ
ー
ジ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
国
籍
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
が
切
実
に
「
産
む
」
に
悩
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。

川
地　
先
ほ
ど
、
デ
ザ
イ
ン
の
専
門
家
の
役
割
に
つ
い

て
話
を
し
ま
し
た
が
、
別
の
次
元
の
話
と
し
て
、
専
門

家
と
い
う
役
割
を
脱
い
だ
「
わ
た
し
」
と
し
て
、
そ
の

場
に
参
与
し
て
い
る
と
い
う
視
点
も
必
要
だ
と
思
う
ん

で
す
。
自
分
が
非
当
事
者
と
し
て
外
か
ら
関
わ
る
の
は
、

上
空
か
ら
見
下
ろ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
関
係
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
し
。
今
回
の
展
示
も
も
ち
ろ
ん
専
門
家

的
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
一

方
で
デ
ザ
イ
ナ
ー
以
前
に
た
だ
「
産
む
」
に
つ
い
て
の

悩
み
を
持
っ
て
い
る
「
わ
た
し
」
と
し
て
場
に
存
在
す

る
、
ゆ
る
や
か
な
当
事
者
で
あ
る
よ
う
な
関
わ
り
方
も

意
識
し
ま
し
た
。

富
樫　
こ
の
テ
ー
マ
は
、
あ
ま
り
公
的
な
場
で
語
ら
れ

る
こ
と
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
分
の
思
い
や
考
え

を
言
葉
に
す
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
人

も
多
く
、「
産
む
」
の
当
た
り
前
を
再
創
造
す
る
演
劇

ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
［
＊
6
］
を
準
備
し
、
そ
れ
ら
を
通
し
て

言
語
・
非
言
語
で
の
表
現
方
法
を
交
え
、
参
加
者
同
士

の
対
話
の
後
押
し
も
試
み
て
い
ま
す
。

石
塚　
会
場
で
は
「
産
む
」
を
め
ぐ
る
協
働
デ
ザ
イ
ン

の
プ
ロ
セ
ス
と
、
5
組
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
に
よ
る
作
品

を
展
示
し
て
い
る
ほ
か
、
事
前
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に

は
美
術
作
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
建
築
家
と
い
っ
た
作
家

さ
ん
に
も
参
加
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
不
妊
治
療
や
特

別
養
子
縁
組
の
当
事
者
・
産
ま
な
い
と
決
め
た
方
な
ど
、

産
む
こ
と
に
対
し
て
深
く
向
き
合
っ
た
経
験
知
を
持
つ

人
、
将
来
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に
も
や
も
や
し
て
い
る

人
た
ち
が
ク
リ
エ
ー
タ
ー
と
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
、

一
緒
に
話
を
聞
い
た
り
、
自
分
の
家
族
像
と
他
の
人
の

家
族
像
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
っ
た
り
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
を
経
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
状
況
の
当
事
者
を
含
む
、

多
様
な
人
々
と
協
働
で
新
し
い
も
の
ご
と
を
つ
く
る
プ

ロ
セ
ス
自
体
を
重
視
し
て
ワ
ー
ク
プ
ロ
セ
ス
を
設
計
し

ま
し
た
が
、
ク
リ
エ
ー
タ
ー
の
作
品
づ
く
り
に
と
っ
て

も
大
事
な
時
間
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
結
果
的

に
、
ク
リ
エ
ー
タ
ー
に
は
専
門
家
と
し
て
の
入
り
口
で

は
な
い
部
分
で
、
ま
ず
話
を
す
る
と
い
う
過
程
を
意
識

し
て
も
ら
え
ま
し
た
。

「
産
む
」
と
言
う
と
、
女
性
だ
け
の
話
題
の
よ
う
に
思

わ
れ
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
を
展
示
と
い
う
形
で
〝
開
い

た
〟
こ
と
で
、
若
い
男
性
が
ひ
と
り
で
見
に
来
た
り
、

若
い
カ
ッ
プ
ル
が
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
話
を
し
て
帰
っ
て

い
っ
た
り
と
い
う
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
参
加
者
の
中

に
は
展
示
を
見
た
あ
と
、「
産
む
」
を
修
士
論
文
の
テ
ー

マ
に
し
、
今
後
の
進
路
と
し
て
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン

ケ
ア
［
＊
7
］
の
研
究
を
す
る
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

富
樫　
「
産
む
」
は
個
人
的
で
あ
る
と
同
時
に
公
共
的

な
課
題
で
あ
り
、
展
示
を
通
じ
「
産
む
」
へ
の
向
き
合

い
方
を
対
話
と
表
現
で
問
い
直
し
た
こ
と
で
、「
わ
た

し
の
課
題
」
が
「
わ
た
し
た
ち
の
課
題
」
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
、
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
が
言
う
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
他
者
と
の
出
逢
い
に
依
存
す
る
」
を

少
し
で
も
実
現
で
き
た
の
は
大
き
い
で
す
ね
。
　
　
　

民
主
主
義
は
デ
ザ
イ
ン
と

手
を
携
え
て
進
化
し
て
い
く

―
―
今
後
は
、ど
の
よ
う
な
方
向
へ
進
め
て
い
く
お
考
え
で
す
か
。

富
樫　
「
産
ま
み
［
む
］
め
も
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
参

加
者
の
方
の
問
い
が
深
ま
っ
て
い
く
な
か
で
、
僕
た
ち

自
身
も
当
事
者
と
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
触
れ
ら
れ
ま

し
た
。
た
だ
、
そ
れ
を
政
策
に
つ
な
げ
る
と
い
う
点
で

言
え
ば
、
こ
の
展
示
が
何
ら
か
の
仕
組
み
に
落
と
し
込

め
る
と
こ
ろ
ま
で
は
到
達
し
て
い
な
い
。
今
後
は
意
識

し
て
行
政
の
方
な
ど
ル
ー
ル
を
つ
く
る
側
の
人
た
ち
を

集
め
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
す
る
こ
と
で
何
が
ど
う
変

わ
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
抱
い
て
い
ま
す
。

石
塚　
民
主
主
義
と
デ
ザ
イ
ン
は
一
見
関
わ
り
の
な
い

も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
が
、
私

た
ち
は
「
民
主
的
で
あ
る
」
状
態
は
常
に
望
ま
し
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
た
ち
の
仕
事
を
ま
す
ま
す
そ

れ
と
つ
な
げ
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
デ
ジ
タ
ル
デ

ザ
イ
ン
の
仕
事
を
し
て
い
た
と
き
、
上
司
に
「
デ
ザ
イ

ナ
ー
は
〝
イ
タ
コ
〟
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
使
う
人
が
ど

う
い
う
気
持
ち
で
い
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る

の
か
を
代
弁
す
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
け
れ
ど
、
今

や
っ
て
い
る
公
共
と
デ
ザ
イ
ン
で
の
活
動
や
民
主
的
な

社
会
環
境
を
生
み
出
す
た
め
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
そ
れ
だ

け
で
は
足
り
な
く
て
、
さ
ら
に
「
わ
た
し
」
と
し
て
ど

う
し
た
い
の
か
、
ど
う
い
う
も
の
が
望
ま
し
い
の
か
を

に
じ
ま
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
ど

う
実
現
す
る
か
、
自
分
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
模

索
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

川
地　
民
主
主
義
と
い
う
の
は
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

だ
か
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
起
こ
す
に
も
力
が
必
要
で
、

そ
こ
に
平
等
性
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
と
い
う
点
も
デ

ザ
イ
ン
の
役
割
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
大
き
な

こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
ひ
と
つ
考
え
の
回
路
が
増
え

た
り
、
手
段
が
増
え
た
り
と
い
う
と
こ
ろ
で
既
存
の
も

の
よ
り
前
進
す
る
―
―
そ
う
い
う
ヒ
ン
ト
の
提
示
を
こ

れ
か
ら
も
続
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

―
―
「
公
共
」「
わ
た
し
と
わ
た
し
た
ち
」「
起
点
と
し
て
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
、
い
ず
れ
も
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
の
思
想
を
実
践
し
、

さ
ら
な
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
げ
る
も
の
で

す
ね
。
本
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

川
地
真
史
（
か
わ
ち
・
ま
さ
ふ
み
）

一
般
社
団
法
人D

eep C
are Lab

代
表
。
ア
ー
ル
ト
大
学

C
o D

esign

修
士
課
程
卒
業
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
て
行
政

と
の
協
働
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
の
た
め
の
デ
ザ

イ
ン
研
究
を
行
う
。

石
塚
理
華
（
い
し
つ
か
・
り
か
）

千
葉
大
学
工
学
部
デ
ザ
イ
ン
学
科
・
同
大
学
院
卒
業
。

在
学
中
に
グ
ラ
ス
ゴ
ー
美
術
大
学
・
ケ
ル
ン
応
用
科
学
大

学
に
留
学
、
国
内
外
の
大
学
に
て
サ
ー
ビ
ス
デ
ザ
イ
ン
を

学
ぶ
。
大
手
事
業
会
社
で
の
デ
ザ
イ
ン
デ
ィ
レ
ク
シ
ョン

業
務
、
受
託
開
発
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
共
同
創
業
等
で
の

多
岐
に
わ
た
る
分
野
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
デ
ザ
イ

ン
や
体
験
設
計
を
経
て
、
現
職
。

富
樫
重
太
（
と
が
し
・
し
げ
た
）

立
命
館
大
学
産
業
社
会
学
部
卒
業
後
、
株
式
会
社

Periods

を
創
業
し
、
社
会
課
題
領
域
の
事
業
立
ち
上
げ

の
仮
説
検
証
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
従
事
。
2
0
1
9

年
に
株
式
会
社issues

を
共
同
創
業
。
住
民
の
困
り
ご

と
を
集
め
、
政
策
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
サ
ー
ビ
ス
「issues

」
を
開
発
す
る
。

一
般
社
団
法
人
公
共
と
デ
ザ
イ
ン

川
地
・
石
塚
・
富
樫
の
三
氏
を
共
同
代
表
に
2
0
2
1
年
創
設
。「
多
様
な
わ
た
し

た
ち
に
よ
る
公
共
」を
目
指
す
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
ジ
オ
。
住
民
と
の
協

働
や
生
活
者
起
点
の
リ
サ
ー
チ
、実
験
や
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
等
に
基
づ
く
事
業
創
出
な

ど
、
社
会
課
題
の
当
事
者
と
の
協
働
か
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
創
出
に
取
り
組
む
。
法
人

の
著
書
に
『
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
「
わ
た
し
」か
ら
社
会
を
変
え
る
、ソ
ー

シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
の
は
じ
め
か
た
』（
2
0
2
3
年
、ビ
ー
・エ
ヌ
・
エ
ヌ
）
が
あ
る
。

注＊
1 

イ
タ
リ
ア
の
デ
ザ
イ
ン
研
究
者
。
ミ
ラ
ノ
工
科
大
学
名
誉
教
授
。
ソ
ー

シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
に

関
す
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
エ
リ
サ
バ
デ

ザ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
ア
ン
ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
や
、
ロ
ン
ド
ン
芸
術
大
学

な
ど
世
界
各
地
の
大
学
で
教
鞭
を
執
る
。
主
な
著
書
に
『
日
々
の
政
治

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
デ
ザ
イ
ン
文
化
』
や
『
こ

こ
ち
よ
い
近
さ
が
ま
ち
を
変
え
る　
ケ
ア
と
デ
ジ
タ
ル
に
よ
る
近
接
の

デ
ザ
イ
ン
』（
2
0
2
3
年
、
X
デ
ザ
イ
ン
出
版
）、『Design,W

hen 
Everybody Designs

』
な
ど
が
あ
る
。

＊
2 

2
0
1
0
年
に
工
科
、
経
済
、
美
術
の
3
つ
の
公
立
大
学
が
合
併
し
て

設
立
。
政
府
の
産
官
学
連
携
型
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
の
核
と
し
て
、

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
、
ア
ー
ト
＆
デ
ザ
イ
ン
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
各
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
分
野
を
自
在
に
越
境
す
る
研
究
と
教
育
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。

1.「産む」をテーマに、多様な当事者の視点に立って
の公共化に向けたリサーチ、ワークショップ、展示を
行うプロジェクト「産まみ［む］めも」。2.会場では、
リサーチを通じて明確化されたさまざまな問いかけを
通じ、訪れた人それぞれが「産む」について考えて
いく。3.与えられたシーンを参加者が即興で演じるこ
とで、「産む」にまつわる想像力を深めるツール「産
magination」。4.5.産み、育て、家族を営む――それ
ぞれに異なるバックグラウンドを持つ人々の視点を共
有する、5組のクリエーターの作品も展示された。撮
影／宮村政徳  写真3.のみ提供／公共とデザイン

＊
3 D
esign for Social Innovation tow

ards Sustainability

は
、

2
0
0
9
年
に
マ
ン
ズ
ィ
ー
ニ
が
創
設
。
持
続
可
能
な
変
化
を
支
援
・
促

進
す
る
た
め
に
積
極
的
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
デ
ザ
イ
ン
学
校
や
デ
ザ

イ
ン
系
大
学
に
拠
点
を
置
く
、
世
界
的
な
ラ
ボ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。

＊
4 

1
9
2
4
～
1
9
8
0
年
。
イ
タ
リ
ア
の
精
神
科
医
。
公
立
精
神
科
病

院
の
廃
止
を
定
め
た
1
9
7
8
年
の
精
神
保
健
法
改
正
の
立
役
者
。

＊
5 

2
0
1
7
～
2
0
2
3
年
に
、
ロ
ン
ド
ン
市
内
で
貧
困
が
課
題
と
な
っ

て
い
た
バ
ー
キ
ン
グ
・
ア
ン
ド
・
ダ
ゲ
ナ
ム
地
区
で
行
わ
れ
た
社
会
実
験
。

「
住
民
自
ら
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
ア
イ
デ
ア
を
共
に
育
て
、
素
早

く
実
現
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
、
食
育
・
修
繕
・
リ
サ
イ
ク
ル
・
廃
棄
物

ゼ
ロ
・
新
聞
や
雑
誌
の
発
行
な
ど
、
各
種
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
大

規
模
な
参
加
に
よ
る
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
形
成
に
成
功
し
た
。

＊
6 TOOLKIT

「
産m

agination

」。
リ
サ
ー
チ
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も

と
に
、
特
別
養
子
縁
組
を
検
討
す
る
カ
ッ
プ
ル
の
会
話
、
不
妊
と
判
断
さ

れ
た
後
の
カ
ッ
プ
ル
や
親
子
同
士
の
や
り
取
り
な
ど
―
―
参
加
者
自
身
が

即
興
演
劇
す
る
こ
と
で
「
当
事
者
に
な
り
得
る
自
分
」
を
発
見
し
、
そ
こ

に
生
ま
れ
る
葛
藤
や
も
や
も
や
を
具
体
化
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
。

＊
7 

将
来
の
妊
娠
を
考
え
な
が
ら
、
女
性
や
カ
ッ
プ
ル
が
自
分
た
ち
の
生
活
や

健
康
と
向
き
合
う
こ
と
。

1

2

3

5 4
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公
園
や
図
書
館
な
ど
の
公
共
空
間
、
保
育
・
介
護

な
ど
の
社
会
福
祉
事
業
が
「
サ
ー
ビ
ス
の
場
」
と
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
い
つ
の
ま
に
か

私
た
ち
は
「
お
客
様
」
で
い
る
こ
と
が
当
た
り
前
に

な
り
、
社
会
を
つ
く
る
当
事
者
だ
と
い
う
意
識
が
薄

れ
て
き
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
ん
な
「
お
客
様
」
化
し
た
社
会
に
疑
問
を
呈
し
、

人
と
人
が
自
然
と
出
会
い
、共
に
遊
び
・
学
び
あ
う
場

づ
く
り
を
行
っ
て
き
た
の
が『
あ
そ
び
の
生
ま
れ
る
場

所 

――「
お
客
様
」時
代
の
公
共
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
の
著

者・西
川
正
氏
で
あ
る
。
市
民
の「
お
客
様
」化
に
よ
っ

て
起
こ
る
問
題
点
や
、
誰
も
が
当
事
者
と
し
て
参
加

で
き
る
場
づ
く
り
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
た
。

西
川
氏
の
著
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
お

客
様
」
時
代
と
い
う
言
葉
。
こ
れ
は
教
育
、
福
祉
、
地

域
活
動
に
よ
る
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
で
す
ら
、
等
価

交
換
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
を
与
え
る
側
と
そ
れ
を
受
け

取
る
側
＝「
お
客
様
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
社
会

の
世
相
を
表
し
て
い
る
。

西
川
氏
は
、
そ
の
あ
り
方
に
率
直
に
疑
問
を
投
げ
か

け
、
地
域
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
「
お
客
様
」

化
の
要
因
に
つ
い
て
も
、
自
身
の
経
験
を
交
え
な
が
ら

説
明
し
て
く
れ
た
。

「
1
9
9
0
年
代
、
大
学
卒
業
後
に
埼
玉
県
に
あ
る
学

童
保
育
所
の
指
導
員
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
県
か
ら

の
補
助
金
は
出
て
い
ま
し
た
が
、
保
護
者
が
役
員
を
決

め
、
保
育
料
も
集
め
て
、
そ
れ
を
指
導
員
に
支
払
う
と

に
』
と
さ
ま
ざ
ま
な
苦
情
が
入
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

す
る
と
、
上
か
ら
の
『
苦
情
に
つ
な
が
る
よ
う
な
こ
と

は
す
る
な
』
と
い
う
指
示
が
強
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
ま
で
保
護
者
が
み
ん
な
で
協
力
し
実
施
し
て
い
た

夏
祭
り
の
花
火
や
模
擬
店
と
い
っ
た
行
事
も
、
役
所
や

保
育
所
か
ら
禁
止
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
で
き
な
く

な
っ
た
。『
な
ぜ
で
す
か
』
と
聞
い
て
も
『
何
か
あ
っ

た
ら
ど
う
す
る
の
？
』
と
い
う
言
葉
で
終
わ
っ
て
し
ま

う
の
で
す
」

こ
の
「
何
か
あ
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
？
」
と
い
う
明

ら
か
に
否
定
的
な
思
考
か
ら
く
る
問
い
か
け
は
、
今
や

一
般
的
な
仕
事
の
現
場
や
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
よ

く
耳
に
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
前
向
き
な
議
論
や
対
話
が

生
ま
れ
る
と
は
思
い
づ
ら
い
。
い
つ
し
か
、
保
育
士
と

保
護
者
は
「
あ
ち
ら
側
」
と
「
こ
ち
ら
側
」
に
分
断
さ

れ
て
い
っ
た
。

「
か
つ
て
、
働
き
な
が
ら
子
育
て
す
る
お
母
さ
ん
は
世

の
中
で
は
超
少
数
派
で
し
た
。
そ
の
働
き
な
が
ら
子
育

て
す
る
と
い
う
、
自
分
の
生
き
方
を
肯
定
し
て
く
れ
る

場
所
が
保
育
所
で
あ
り
、
保
育
士
さ
ん
も
含
め
て
保
育

所
に
行
っ
た
ら
仲
間
に
会
え
る
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
み
ん
な
一
生
懸
命
助
け
合
い
、

お
互
い
の
子
ど
も
を
預
け
た
り
預
か
っ
た
り
し
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
行
事
を
や
る
と
、
さ
ら
に
仲
間
意
識

が
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

で
も
、
2
0
0
0
年
代
前
半
に
、
行
事
も
含
め
た
さ

ま
ざ
ま
な
運
営
に
も
う
関
わ
ら
な
く
て
い
い
、
関
わ
ら

な
い
で
く
れ
と
い
う
よ
う
な
空
気
感
が
出
て
き
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
小
泉
政
権
の
構
造
改
革
の
頃
で
、『
官
か
ら

民
へ
』
と
い
う
流
れ
の
な
か
で
、
役
所
で
も
住
民
に
よ

い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
が
仕
事
な
ん
だ
と
い
う
風

に
『
お
客
様
』
扱
い
し
は
じ
め
た
ん
で
す
ね
」

こ
う
し
て
共
同
の
い
と
な
み
で
あ
っ
た
子
育
て
が

サ
ー
ビ
ス
産
業
化
し
、
市
民
が
「
お
客
様
」
化
し
て

い
っ
た
結
果
、
助
け
合
い
や
お
互
い
さ
ま
と
い
っ
た
感

覚
は
薄
れ
た
。
西
川
氏
は
そ
の
先
に
あ
る
人
び
と
へ
の

影
響
に
つ
い
て
こ
う
続
け
る
。

「『
お
客
様
』
化
が
進
む
ほ
ど
、
共
同
で
作
業
し
た
り
、

食
べ
た
り
、
遊
ん
だ
り
す
る
場
面
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
な
く
な
る

と
、
人
は
関
係
を
結
べ
な
く
な
る
。
関
係
を
結
べ
な
い

と
、
み
ん
な
孤
立
し
て
い
き
ま
す
。
自
分
の
願
い
、
あ

る
い
は
違
和
感
が
あ
っ
て
も
、
関
係
が
築
け
て
い
な
い

と
そ
の
言
葉
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
ク

レ
ー
マ
ー
だ
と
思
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
言
わ
ず

に
我
慢
し
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
い

よ
い
よ
我
慢
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
一
気
に
伝
え
る

こ
と
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
意
見
で
は
な
く
、
苦
情
と
受

け
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
担
任
に
言
わ
ず
、

い
き
な
り
所
長
に
言
い
つ
け
た
り
、
役
所
に
苦
情
電
話

を
か
け
た
り
、
対
話
し
な
が
ら
関
係
を
育
て
て
い
く
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
（
16
頁
・
図
1
）」

考
え
て
み
る
と
、
み
ん
な
で
作
業
し
た
り
、
遊
ん
だ

り
す
る
こ
と
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
不
要
不
急
と
言
わ
れ
た

部
分
と
も
重
な
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
子
ど
も
た
ち

は
自
由
に
遊
べ
る
場
所
を
、
大
人
た
ち
は
心
の
あ
そ
び

（
余
裕
）
を
失
い
つ
つ
あ
る
。

　

い
う
、
ま
さ
に
保
護
者
主
体
の
運
営
形
態
で
し
た
。
当

時
、
父
母
の
方
々
は
団
塊
世
代
が
主
力
で
、
議
論
が
大

好
き
な
人
た
ち
ば
か
り
。
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た

場
合
も
、
保
護
者
と
指
導
員
み
ん
な
が
参
加
し
て
議
論

を
重
ね
、
対
応
策
を
決
定
し
て
い
ま
し
た
。
賛
否
両
論

で
話
し
合
い
が
な
か
な
か
終
わ
ら
ず
、
結
論
は
来
月
に

も
ち
越
し
ね
、
と
い
っ
た
こ
と
も
珍
し
く
な
く
。
で
も
、

そ
こ
に
は
〝
対
話
の
文
化
〟
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
が
非
常
に
面
白
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
10
年
後
、
自
分
の
子
ど
も
が
公
立

の
保
育
所
に
入
っ
た
と
き
に
は
、
か
な
り
様
相
が
異

な
っ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
で
も
子
ど

も
が
怪
我
を
す
る
と
、
保
育
士
さ
ん
た
ち
が
す
ご
く
謝

る
ん
で
す
。
そ
れ
で
『
こ
れ
く
ら
い
の
こ
と
で
謝
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。
怪
我
を
し
な
い
で
育
つ
子
ど
も
な
ん

て
い
る
ん
で
す
か
』
と
訊
ね
た
ら
、『
今
そ
ん
な
こ
と

言
っ
て
く
だ
さ
る
の
は
西
川
さ
ん
ぐ
ら
い
で
す
よ
』
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
以
前
の
学
童
で
は
、
子
ど
も
が
少
し

怪
我
を
し
た
く
ら
い
で
文
句
を
言
う
人
は
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
保
育
所
は
保
護
者
か
ら
の
苦
情
に

萎
縮
し
、
リ
ス
ク
を
伴
う
遊
び
や
行
事
を
避
け
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
」

西
川
氏
は
、
保
育
所
の
変
化
の
背
景
に
は
、
社
会
の

サ
ー
ビ
ス
産
業
化
が
あ
る
と
い
う
。

「
保
育
所
が
『
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
』
と
な
り
、

一
部
の
保
護
者
か
ら
『
お
金
を
払
っ
て
預
け
て
い
る
の

サ
ー
ビ
ス
産
業
化
に
よ
り

ま
ち
か
ら「
あ
そ
び
」
が
消
え
て
い
く

大
谷
み
さ
子
・
執
筆

逢
坂
聡
=
撮
影

大
谷
み
さ
子
・
執
筆

逢
坂
聡
=
撮
影

「
お
客
様
」か
ら

「
当
事
者
」に
な
る
こ
と

―
―
遊
び
か
ら
つ
な
が
り
、対
話
か
ら
自
治
が
生
ま
れ
る

［
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ン
ズ
オ
ン
埼
玉
理
事
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
カ
ー
］

西
川 
正

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

特
集
／
場
づ
く
り
の
そ
の
先
へ
︱
︱
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て
い
く
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「おとうさんのヤキイモタイム」の
様子。1カ所につきサツマイモ10kg
を“遊びの種芋”として送るが、足
りない分はイモやマシュマロなど
の食材を参加者が持ち寄って楽し
む。2023年より「みんなのヤキイ
モタイム」に名称を変更。写真提
供／西川正大人と子どもが出会い、対話する「トークフォークダンス／大人としゃべり場」。子

どもはもちろん、大人にとっても安心して語り合える場は貴重。写真提供／西川正

█図1：保育所のサービス産業化における問題

保育者

役所・保育所

②禁止・ルール

③不信感

保護者A 保護者B 保護者C

①苦情として
　役所・所長に
　伝わる

保育が監視に

孤立 孤立
保育者と保護者がサービスの提供者とお客様の関係になると、要望
や苦情を役所や所長に“言いつける”親が増え、保育者の不信感は
高まる。また保護者（お客様）同士のつながりは歓迎されない。

国
で
も
次
世
代
育
成
行
動
計
画
に
則
し
た
子
育
て
支
援

を
本
格
的
に
始
動
さ
せ
た
頃
で
、
そ
の
機
運
と
と
も
に
、

識
者
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
も

開
か
れ
て
い
た
が
、
西
川
氏
は
身
近
な
遊
び
場
づ
く
り

に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
設
立
当
初
か

ら
展
開
し
て
い
る
『
お
と
う
さ
ん
の
ヤ
キ
イ
モ
タ
イ

ム
』
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
以
降
、
ヤ
キ
イ
モ
タ
イ
ム
）
だ
。

「
地
元
で
み
ん
な
で
で
き
る
こ
と
、
何
か
ち
ょ
っ
と

や
っ
て
み
よ
う
と
思
う
人
の
後
押
し
が
で
き
る
事
業
が

で
き
な
い
か
と
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
、
地
域
の

父
親
た
ち
に
呼
び
か
け
、
焚
き
火
を
囲
み
な
が
ら
サ
ツ

マ
イ
モ
を
焼
い
て
食
べ
る
だ
け
の
、
シ
ン
プ
ル
な
活
動

で
す
。
地
域
の
つ
き
あ
い
を
あ
ま
り
し
て
い
な
い
お
と

う
さ
ん
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
誰
か
と
つ
な
が
っ
て
子

育
て
を
す
る
楽
し
さ
を
感
じ
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
ん

で
す
」

　
地
元
の
生
協
パ
ル
シ
ス
テ
ム
埼
玉
が
主
旨
に
賛
同
し
、

1
カ
所
あ
た
り
10
kg
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
提
供
し
て
く

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
開
催
の
条
件
は
、
地
域
の
人
が
誰
で
も
参
加
で
き
る

オ
ー
プ
ン
な
形
に
す
る
こ
と
。
参
加
者
は
手
伝
い
た
け

れ
ば
手
伝
っ
て
も
い
い
、
食
べ
る
だ
け
で
帰
っ
て
も

O
K
の
、
と
に
か
く
縛
り
の
な
い
〝
ゆ
る
さ
〟
を
意

識
し
た
。
反
響
は
大
き
く
、
初
年
度
で
も
32
の
団
体
・

施
設
が
手
を
挙
げ
、
以
降
1
0
0
0
カ
所
以
上
で
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
。

「
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、
こ
れ
は
本
当
に
い
い
時
間
だ

と
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
よ
ね
。
み
ん
な
で
火
を
囲
み
、

ヤ
キ
イ
モ
を
食
べ
た
後
の
ダ
ラ
ッ
と
し
た
空
気
感
。
親

や
子
ど
も
、
近
所
の
方
も
み
ん
な
い
い
顔
を
し
て
い
る

ん
で
す
」

　
焚
き
火
を
眺
め
て
い
る
と
緊
張
が
ゆ
る
ま
る
、
そ
し

て
緊
張
が
ゆ
る
む
と
気
持
ち
の
扉
が
い
つ
の
ま
に
か
少

し
開
い
て
「
実
は
…
…
」
と
、
家
族
や
子
育
て
の
こ
と

P
T
A
が
主
催
し
た
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
［
＊
1
］
に

参
加
し
「
こ
れ
は
地
域
交
流
の
場
で
あ
り
、
誰
も
が
当

事
者
と
し
て
参
加
で
き
る
活
動
だ
と
感
じ
た
」
そ
う
だ
。

　
大
人
と
中
学
生
が
1
対
1
で
向
か
い
合
い
、
進
行
役

の
出
す
お
題
（
質
問
）
に
答
え
て
1
分
間
話
す
。
お
互

い
話
し
た
ら
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
の
要
領
で
次
の
人
に

移
っ
て
い
く
。
親
子
間
で
さ
え
直
接
対
話
す
る
こ
と
が

少
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
昨
今
、
赤
の
他
人
同
士
、

世
代
を
超
え
て
相
対
す
る
行
為
は
か
な
り
気
が
つ
ま
る

よ
う
に
も
思
え
る
が
、
は
た
し
て
う
ま
く
話
す
こ
と
な

ど
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
先
ほ
ど
、
役
割
が
あ
っ
た
方
が
安
心
す
る
場
合
も
あ

る
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
話
す
き
っ
か
け
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
共
に
子
育

て
を
す
る
仲
間
に
な
る
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
く
。

「
こ
れ
は
使
え
る
」
と
、
西
川
氏
は
感
じ
た
と
言
う
。

　
な
お
、
こ
の
ヤ
キ
イ
モ
タ
イ
ム
を
ヤ
キ
イ
モ
サ
ー
ビ

ス
に
せ
ず
〝
ゆ
る
い
遊
び
場
づ
く
り
〟
に
す
る
た
め
の

工
夫
が
あ
る
。
た
と
え
ば
集
合
時
間
と
開
始
時
間
を
一

緒
に
す
る
こ
と
。
主
催
者
側
の
ス
タ
ッ
フ
は
参
加
者
よ

り
先
に
会
場
に
入
り
準
備
を
整
え
る
の
が
一
般
的
だ
が
、

西
川
氏
の
場
合
は
異
な
る
。

「
主
催
者
が
入
念
に
準
備
す
る
ほ
ど
、
参
加
者
は
来
た

時
点
で
『
あ
な
た
は
お
客
様
で
す
』
と
言
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
最
低
限
必
要
な
準

備
以
外
は
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
か
ら
一
緒
に
や
り
ま
す
。

〝
み
ん
な
で
場
を
つ
く
る
〟
っ
て
そ
う
い
う
ち
ょ
っ
と

し
た
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
」

　
ま
た
、
な
る
べ
く
声
か
け
を
し
て
い
く
こ
と
も
大
事

だ
と
い
う
。
か
け
る
方
も
か
け
ら
れ
る
方
も
少
々
ハ
ー

ド
ル
の
高
い
行
為
に
思
え
る
が
、
西
川
氏
い
わ
く
、
最

初
は
「
い
や
あ
、
私
は
」
と
相
手
が
遠
慮
し
て
い
て
も

「
目
が
笑
っ
て
い
れ
ば
い
け
る
」
の
だ
そ
う
。

「
参
加
の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
す
る
意
味
で
『
何
も
し
な

く
て
い
い
よ
』
と
い
う
の
は
大
事
で
す
が
、
一
方
で
何

か
役
割
が
あ
っ
た
方
が
安
心
し
て
そ
こ
に
い
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
声
を
か
け
ら
れ
て
、
何

か
頼
ま
れ
た
こ
と
を
や
っ
て
い
れ
ば
自
分
は
こ
こ
に
い

て
も
大
丈
夫
だ
と
思
え
る
。
居
場
所
、
い
や
す
い
場
所

と
い
う
の
は
、
多
分
〝
安
心
し
て
そ
こ
に
い
ら
れ
る
〟

こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」

　
ヤ
キ
イ
モ
タ
イ
ム
の
ほ
か
に
も
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
と
落

ち
葉
で
つ
く
っ
た
プ
ー
ル
な
ど
を
楽
し
む
「
落
ち
葉
の

遊
園
地
」
や
、
道
路
を
封
鎖
し
て
落
書
き
O
K
の
遊
び

場
に
す
る
「
お
と
う
さ
ん
の
ら
く
が
き
タ
イ
ム
」
な
ど
、

西
川
氏
は
さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
場
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

「
地
域
の
人
と
つ
な
が
り
に
く
い
現
代
で
は
、
あ
る
程

度
人
為
的
に
遊
び
の
場
を
つ
く
ら
な
い
と
、
対
話
す
る

機
会
が
生
ま
れ
な
い
ん
で
す
よ
」　
　
　
　
　
　
　
　

「
応
え
」を
重
視
す
る
対
話
の
場

「
ト
ー
ク
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
」

　
近
年
、
西
川
氏
が
全
国
に
広
げ
た
い
と
考
え
て
い
る

活
動
が
「
ト
ー
ク
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
／
大
人
と
し
ゃ
べ

り
場
」
だ
。
10
年
前
に
、
福
岡
県
直
方
市
の
中
学
校
の

 

安
心
で
き
る〝
ゆ
る
い
遊
び
場
〟

「
お
と
う
さ
ん
の
ヤ
キ
イ
モ
タ
イ
ム
」

　
二
人
の
子
ど
も
の
父
と
し
て
、
保
育
所
の
保
護
者
会
、

小
学
校
の
P
T
A
、
学
童
保
育
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て

い
た
西
川
氏
は
、
地
域
で
対
話
で
き
る
関
係
が
壊
れ
て

い
き
つ
つ
あ
る
こ
と
に
危
機
感
を
覚
え
、
市
民
活
動
を

促
進
す
る
組
織
と
し
て
「
N
P
O
支
援
セ
ン
タ
ー
」、

さ
ら
に
「
ハ
ン
ズ
オ
ン
埼
玉
」
を
立
ち
上
げ
る
な
ど
、

地
域
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
く
。

「
ハ
ン
ズ
オ
ン
埼
玉
は
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
る
組
織

で
す
が
、
単
に
そ
の
た
め
の
研
修
や
講
座
、
講
師
の
派

遣
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
身
近
に
い
ろ
ん
な
人
が

関
わ
れ
る
参
加
型
の
事
業
を
開
発
し
た
り
、
埼
玉
県
内

で
さ
ら
に
横
に
展
開
し
て
い
け
る
よ
う
な
事
業
を
や
り

た
い
と
思
い
、
立
ち
上
げ
ま
し
た
」

　
ハ
ン
ズ
オ
ン
埼
玉
の
立
ち
上
げ
時
（
2
0
0
5
年
）
は
、

上／「おとうさんのらくがきタイ
ム」にて、石こうで落書きを楽し
む子どもたち。道路が遊び場に
なり、通りすがりの人も巻き込ん
でいく。
右／「落ち葉の遊園地」。落ち
葉の片付けは、居合わせた人び
とと一緒に行う。写真提供／西
川正
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「工夫する力」は、工夫してみようとする指向性の強弱を表す。工夫する力が弱いとき、工夫する
余地の大きいプログラムに参加すると「C不安・困惑」となるが、役割を調整することで「Ｆやっ
てみたら案外楽しかった。もっとできるかも」の領域になる。

●

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
自
由
度
が
高
い  

●

や
り
方
が
決
ま
っ
て
い
な
い

●

マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ル
ー
ル
が
少
な
い 

●

自
分（
た
ち
）で
決
め
る
範
囲
が
広
い

●

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
自
由
度
が
低
い  

●

や
り
方
が
決
ま
っ
て
い
る

●

マ
ニ
ュ
ア
ル・ル
ー
ル・指
示
の
も
と
に
動
く

工夫する力が （指向性が強い）強い

弱い

工
夫
す
る
余
地
が
大
き
い

小
さ
い

A D

C

B

B

E
F

窮屈！ もっとこうし
たらいいのに。な
んでこうしちゃいけ
ないの？

つまらない！ 不満！

大変だけど／大変だから 
たのしい！

とりあえず
何もいわず、
とにかく
我慢

おこられ
ないように

「自由にやっていい」
といわれても、
どうしていいかわからない

いわれた
ことだけやって
いればいい

もっと
できるかも

やってみたら
案外楽しかった わからない…… 

不安・困惑

2022年より西川氏が館長を務める岡山県真庭市立中
央図書館。冬には飲食スペースにコタツを設置し、「コ
タツで推し本」などのイベントも行う。写真提供／西川正

█図2：ボランティアコーディネーションにおける、工夫する力と工夫する余地の関係

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
図
2
）
と
い
う
概
念
が
あ
っ
て
、

た
だ
工
夫
の
余
地
が
広
け
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、 

そ
の
人
に
適
切
な
枠
が
あ
っ
た
方
が
、
新
た
な

表
現
が
生
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
1
分
間
ず
つ
と
い
う
制
約
を
設
け
る
こ
と
で
、

か
え
っ
て
答
え
や
す
く
も
な
り
ま
す
。

　
お
題
は
、
最
初
は
『
昨
日
何
を
し
て
い
ま
し
た
か
』

な
ど
簡
単
な
も
の
で
す
が
、
徐
々
に
答
え
に
く
い
質
問

や
、
面
白
い
質
問
を
混
ぜ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
た
と
え

ば
、
大
人
に
『
初
恋
の
思
い
出
を
話
し
て
く
だ
さ
い
』

と
問
う
と
、
お
じ
さ
ん
た
ち
は
『
え
ー
っ
！
』
と
嫌
が

り
つ
つ
も
、
汗
を
か
き
な
が
ら
答
え
て
く
れ
た
り

（
笑
）。
ま
た
終
盤
に
は
、『
幸
せ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と

で
す
か
』『
幸
せ
に
な
る
た
め
に
何
が
必
要
で
す
か
』

な
ど
、
哲
学
的
な
問
い
を
入
れ
ま
す
」

　
西
川
氏
が
特
に
気
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
話
し
手
の
、

特
に
中
学
生
の
安
心
を
保
障
す
る
こ
と
だ
。

「
大
人
に
相
手
を
否
定
し
た
り
、 

説
教
し
た
り
、
ア
ド

バ
イ
ス
し
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
、
と
お
願
い
し
ま

す
。
大
人
が
子
ど
も
に
対
し
よ
か
れ
と
思
っ
て
す
る
ア

ド
バ
イ
ス
は
、
一
見
親
切
で
よ
さ
そ
う
で
す
が
、
現
状

の
評
価
（
否
定
）
に
な
り
ま
す
。
も
っ
と
こ
う
し
た
方

が
い
い
と
い
う
の
は
、
今
の
君
は
ダ
メ
だ
と
言
っ
て
い

る
の
と
同
じ
で
す
か
ら
。
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
人
の

言
っ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
こ
と
。
正

し
い
〝
答
え
〟
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
に
寄
り
添
う
意

味
で
〝
応
え
〟
あ
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
『
何

か
や
っ
て
み
よ
う
』
と
い
う
気
持
ち
を
生
み
ま
す
。

『
今
日
は
否
定
さ
れ
な
い
ん
だ
』
と
思
え
た
瞬
間
か
ら
、

授
業
で
ま
っ
た
く
話
さ
な
い
よ
う
な
生
徒
が
喋
り
出
す

ん
で
す
よ
」

　
た
し
か
に
、
大
人
数
が
集
ま
る
場
で
も
、
目
の
前
に

相
対
す
る
人
が
自
分
を
決
し
て
否
定
せ
ず
し
っ
か
り
と

話
を
聞
い
て
く
れ
る
と
わ
か
れ
ば
、
安
心
感
が
生
ま
れ

る
だ
ろ
う
。
1
分
間
と
い
う
区
切
り
も
考
え
込
む
余
地

が
な
く
素
直
に
自
分
の
感
情
を
出
し
や
す
い
。
そ
し
て
、

自
分
と
は
ま
っ
た
く
違
う
思
考
を
持
つ
人
た
ち
の
話
に

耳
を
か
た
む
け
る
う
ち
に
、
い
ろ
い
ろ
な
気
づ
き
（
学

び
）
も
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心
の
あ
そ
び
を
取
り
戻
し

自
治
の
あ
る
社
会
を
目
指
す

さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
に
よ
り
、
子
ど
も
も
大
人
も
遊

べ
る
場
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
西
川
氏
。
遊
び
を
重
視

す
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
あ
そ
ぶ
に
は
2
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

遊
ぶ
（
や
っ
て
み
る
）
と
、
ハ
ン
ド
ル
な
ど
の
あ
そ
び

（
余
裕
、
余
白
）
で
す
。
今
は
、
心
の
あ
そ
び
が
失
わ
れ

た
時
代
で
す
。
そ
れ
は
、
自
己
責
任
と
言
わ
れ
る
社
会

に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
真
面
目
な
親
御
さ
ん
ほ
ど
、
子

育
て
も
自
分
の
責
任
だ
と
思
い
、
誰
か
に
相
談
し
た
り
、

『
助
け
て
』
と
言
え
な
く
な
る
。
仕
事
も
そ
う
で
す
が
、

一
緒
に
苦
労
し
た
り
す
る
と
、
み
ん
な
仲
間
に
な
っ
て

い
く
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
し
て
、
信
頼
で
き
る
関
係

が
生
ま
れ
る
と
、
何
か
新
し
い
こ
と
を
『
や
っ
て
み
よ

う
』
と
思
え
る
。
多
少
失
敗
が
あ
っ
て
も
、
失
敗
自
体

が
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
な
り
、『
お
も
し
ろ
か
っ
た
ね
、

次
は
こ
う
し
よ
う
』
と
な
っ
て
い
く
と
思
う
ん
で
す
」

こ
う
い
っ
た
共
同
性
が
社
会
か
ら
奪
わ
れ
て
い
っ
て

い
る
の
は
、
社
会
が
シ
ス
テ
ム
化
し
て
い
る
影
響
も
あ

る
と
言
う
。
シ
ス
テ
ム
化
し
た
社
会
で
は
多
く
の
ル
ー

ル
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
つ
く
ら
れ
る
が
、
何
か
問
題
が
生

じ
た
と
き
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
や
っ
て
い
な
か
っ

た
ら
、
や
っ
て
い
な
か
っ
た
人
の
せ
い
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

通
り
に
行
っ
た
の
に
失
敗
し
た
の
な
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

決
め
た
人
の
せ
い
と
、
責
任
が
明
確
に
な
る
。
責
任
を

問
わ
れ
た
く
な
け
れ
ば
余
計
な
こ
と
は
し
な
い
方
が
得

な
の
だ
。
し
か
し
、
自
分
で
思
考
せ
ず
、
決
め
ら
れ
た

こ
と
さ
え
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
精
神
が
蔓
延
し

た
社
会
に
明
る
い
未
来
が
あ
る
と
は
思
い
に
く
い
。
西

川
氏
は
〝
対
話
に
よ
る
自
治
〟
こ
そ
が
、
自
由
を
感
じ

な
が
ら
生
き
る
た
め
の
道
で
は
な
い
か
と
説
き
、
手
が

け
る
活
動
の
す
べ
て
に
そ
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
西
川
氏
が
館
長
を
務
め
る
岡
山
県
真
庭
市
立

中
央
図
書
館
で
の
あ
る
日
の
出
来
事
だ
。
充
電
O
K

の
飲
食
ス
ペ
ー
ス
で
子
ど
も
た
ち
が
ゲ
ー
ム
を
し
て
い

る
と
、
匿
名
の
市
民
か
ら
小
学
校
に
「
充
電
し
放
題
で

ゲ
ー
ム
を
や
ら
せ
て
い
い
の
か
」
と
ク
レ
ー
ム
が
入
っ

た
。
そ
し
て
先
生
が
図
書
館
に
や
っ
て
き
て
子
ど
も
た

ち
を
怒
り
、
さ
ら
に
後
日
、
全
員
に
反
省
文
を
書
か
せ

た
そ
う
だ
。
そ
れ
に
対
し
西
川
氏
は
こ
う
語
る
。

「
そ
も
そ
も
大
人
も
充
電
O
K
で
す
し
、
そ
の
と
き

子
ど
も
た
ち
は
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
も
し
迷
惑
と
感
じ
た
の
な
ら
直
接
伝
え
れ
ば
い
い

の
で
す
。
ど
う
い
う
大
人
に
育
っ
て
も
ら
い
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
後
日
、

学
校
を
訪
ね
『
通
報
さ
れ
て
先
生
が
注
意
に
来
る
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
不
都
合
が
あ
っ
た
り
嫌
な

こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
学
校
や
行
政
に
電
話
す
れ
ば
い
い

と
考
え
る
市
民
が
育
つ
だ
け
。
そ
の
姿
を
子
ど
も
た
ち

は
見
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
い
い
ん
で
す
か
？
』
と
校
長

先
生
に
お
訊
ね
し
た
ら
、『
た
し
か
に
そ
れ
は
嫌
で
す

よ
ね
』
と
同
意
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
」

ち
な
み
に
、
西
川
氏
が
真
庭
市
と
つ
な
が
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
市
民
参
加
型
の
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
た
市
側
か
ら
サ
ポ
ー
ト
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
か

ら
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
こ
の
校
長
と
の
対
話
か
ら
も
西

川
氏
の
ブ
レ
な
い
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
。
図
書
館
業
務

で
も
「
な
る
べ
く
ル
ー
ル
や
規
則
は
設
け
ず
、
対
話
を

大
切
に
し
て
い
る
」
そ
う
だ
。

な
お
、
西
川
氏
の
著
書
に
は
「
現
在
の
子
ど
も
の
い

る
場
所
の
姿
は
、
将
来
の
社
会
の
姿
―
―
自
治
は
体
験

の
中
で
し
か
学
べ
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う

補
足
す
る
。

「
昔
は
、
子
ど
も
だ
け
で
勝
手
に
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

自
分
た
ち
で
考
え
、
他
者
と
関
わ
る
な
か
で
ル
ー
ル
を

学
ぶ
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
自
治
で
し
た
。
で
も
、
命

に
関
わ
る
事
故
の
可
能
性
も
あ
り
、
子
ど
も
だ
け
で
や

ら
せ
る
の
は
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
大
人
が
い

る
と
、
大
人
は
子
ど
も
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
、
主

体
性
を
無
視
し
て
や
っ
て
あ
げ
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
か
ら
は
、
学
校
や
学
童
保
育
、
さ
ま

ざ
ま
な
遊
び
場
で
子
ど
も
が
自
治
で
き
る
よ
う
先
生
や

大
人
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
［
＊
2
］
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
共
に
考
え
、
意
見
が
割
れ
た
ら
対
話
を
重
ね
て
折

西
川
正
（
に
し
か
わ
・
た
だ
し
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハン
ズ
オ
ン
埼
玉
理
事
。
コ
ミ
ュニ

テ
ィ
ワ
ー
カ
ー
。
1
9
6
7
年
、
滋
賀
県
生
ま
れ
。
学
童

指
導
員
、
出
版
社
、
障
害
団
体
の
ス
タ
ッ
フ
、
N
P
O
支

援
セ
ン
タ
ー
の
事
務
局
長
を
経
て
、
2
0
0
5
年
N
P
O

法
人
ハン
ズ
オ
ン
埼
玉
を
設
立
。
毎
年
数
千
人
が
参
加
す

る
「
お
と
う
さ
ん
の
ヤ
キ
イ
モ
タ
イ
ム
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

筆
頭
に
、「
大
人
と
し
ゃ
べ
り
場
」
な
ど
市
民
参
加
型
の
ま
ち
づ
く
り
、
子
育
て
支

援
の
場
づ
く
り
を
専
門
と
す
る
。
元
恵
泉
女
子
学
園
大
学
特
任
准
教
授
、
大
妻
女

子
大
学
等
で
非
常
勤
講
師
。
埼
玉
県
地
域
福
祉
推
進
委
員
会
委
員
。
2
0
2
2
年

4
月
よ
り
、
岡
山
県
真
庭
市
立
中
央
図
書
館
館
長
。
著
書
に
『
あ
そ
び
の
生
ま
れ

る
場
所
――
「
お
客
様
」
時
代
の
公
共
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』、『
あ
そ
び
の
生
ま
れ
る
時

―
―
「
お
客
様
」
時
代
の
地
域
活
動
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョン
』（
と
も
に
、
こ
ろ
か
ら
）

が
あ
る
。

注＊
1	

福
岡
県
直
方
市
の
中
学
校
の
体
育
館
で
、
同
校
P
T
A
が
主
催
、
市
民
グ

ル
ー
プ
「
の
お
が
た
未
来
カ
フ
ェ
」
が
支
援
し
開
催
さ
れ
た
。

＊
2	

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
中
立
の
立
場
か
ら
支
援
す
る
こ

と
。
こ
こ
で
は
、
子
ど
も
が
主
体
的
に
関
わ
れ
る
よ
う
、
工
夫
す
る
余
地

と
力
に
必
要
な
調
整
を
か
け
る
こ
と
。
弱
い
立
場
の
者
や
少
数
派
の
意
見

が
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
な
い
か
な
ど
に
気
を
配
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。

り
合
い
を
つ
け
、
そ
の
決
断
に
み
ん
な
で
責
任
を
持
つ
。

そ
う
す
れ
ば
『
何
か
あ
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
？
』
が

『
何
か
あ
っ
て
も
、
大
丈
夫
！
』
に
変
わ
る
は
ず
で
す
」

西
川
氏
が
人
と
の
関
係
づ
く
り
に
必
須
と
考
え
る

〝
不
要
不
急
〟
の
活
動
も
、
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
、
子
育
て
の
環
境
は
逆
風
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
、
働
き
方
が
見
直
さ
れ
た
り
、
不
要
不
急

と
さ
れ
た
遊
び
の
大
切
さ
に
も
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
人
は
本
当
に
困
っ
た
と
き
に
こ
そ
つ

な
が
り
を
求
め
た
く
な
る
と
実
感
し
た
人
も
多
い
は
ず

だ
。「
お
客
様
」
で
は
な
く
「
当
事
者
」
と
し
て
、
対

話
の
あ
る
遊
び
の
生
ま
れ
る
場
や
組
織
づ
く
り
に
関
わ

る
こ
と
か
ら
、
自
治
の
あ
る
社
会
を
真
剣
に
目
指
し
て

い
き
た
い
。
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ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
図
書
館
、
ホ
ー
ル
、
公
民
館
等

の
文
化
施
設
は
今
、
地
域
住
民
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し

て
、
ま
た
交
流
の
場
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
核
心
に
あ
る
の
が
「
文
化

的
コ
モ
ン
ズ
」
で
あ
る
。
文
化
を
媒
介
と
し
て
人
び

と
を
結
び
つ
け
、
豊
か
な
関
係
性
を
育
む
場
と
し
て

の
文
化
施
設
の
創
出
は
、
市
民
参
加
型
の
地
域
づ
く

り
や
新
た
な
社
会
像
の
構
築
に
寄
与
し
う
る
の
だ
ろ

う
か
。『
文
化
的
コ
モ
ン
ズ 

文
化
施
設
が
つ
く
る
交
響

圏
』
を
上
梓
し
た
佐
々
木
秀
彦
氏
に
見
解
を
伺
っ
た
。

―
―
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
と
は
何
か
、
な
ぜ
そ
れ
に
注
目
さ

れ
た
の
か
、
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
？　
　
　

佐
々
木　
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
と
は
、
地
域
社
会
に
お

い
て
誰
も
が
自
由
に
参
加
で
き
る
文
化
活
動
の
総
体
を

指
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
文
化
施
設
、
団
体
、
商
店
街
、

教
育
機
関
な
ど
、
多
様
な
主
体
が
相
互
に
関
わ
り
合
う

こ
と
で
形
成
さ
れ
る
、
地
域
固
有
の
文
化
的
な
共
有
空

間
や
活
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と
で
す
（
図
１
）。
こ
の

考
え
は
私
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
東
日
本
大
震
災

を
経
て
文
化
施
設
の
役
割
を
見
直
す
た
め
、
一
般
財
団

法
人
地
域
創
造
が
2
0
1
4
年
と
2
0
1
6
年
に
出
し

た
報
告
書
［
＊
1
］
の
提
言
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
を

読
ん
だ
と
き
、
大
き
な
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
な
ぜ
な

ら
文
化
施
設
を
地
域
住
民
が
共
有
す
る
と
い
う
発
想
か

ら
一
歩
踏
み
だ
し
、
場
を
通
し
て
つ
く
ら
れ
た
関
係
性

や
文
化
そ
の
も
の
を
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
と
呼
ん
で

い
た
か
ら
で
す
。

　

コ
モ
ン
に
は
「
共
通
の
、
公
の
、
公
共
の
」
と
い
っ

に
人
と
作
品
、
人
と
人
、
人
と
場
所
を
つ
な
ぐ
活
動
を

す
る
ア
ー
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
「
と
び
ラ
ー
」
の
養

成
に
携
わ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
自
分
の
仕
事
を
振
り

返
り
、
ま
さ
に
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
を
つ
く
る
こ
と

だ
っ
た
と
気
づ
い
た
の
で
す
。

　

私
は
研
究
者
で
は
な
く
実
務
者
で
す
。
こ
れ
が
大
切
、

と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
現
行
の
文
化

施
設
は
ど
う
つ
く
ら
れ
、
ど
ん
な
制
度
の
も
と
で
存
在

し
て
い
る
の
か
？　

私
た
ち
は
そ
れ
ら
の
施
設
を
ど
う

使
い
こ
な
せ
ば
豊
か
な
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
、
ど
う
し
た
ら
そ
れ
は
持
続
可
能
な
も

の
に
な
る
か
？　

そ
ん
な
視
点
か
ら
書
か
れ
た
実
践
論

が
欲
し
い
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
図
書
館
、
劇
場
・
ホ
ー

ル
な
ど
、
施
設
の
種
類
に
よ
り
異
な
る
各
論
も
紹
介
し

な
が
ら
、
地
域
社
会
で
実
装
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

そ
れ
が
こ
の
本
を
書
い
た
動
機
で
し
た
。　
　
　
　
　

文
化
施
設
を
つ
く
っ
た

創
設
者
た
ち
の
熱
い
思
い

―
―
ご
著
書
で
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
図
書
館
、
公
民
館
、
劇

場
・
ホ
ー
ル
、
福
祉
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
戦
前
か
ら

の
歴
史
を
概
観
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
源
流
に
偉
大
な
方
々

が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
熱
い
思
い
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
。

佐
々
木　
た
と
え
ば
公
民
館
と
聞
い
て
、
高
齢
者
な
ど

を
相
手
に
会
議
室
を
貸
し
て
い
る
場
所
、
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
を
も
つ
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
公

民
館
創
設
の
功
労
者
で
あ
る
寺
中
作
雄
［
＊
2
］
が
語
っ

た
言
葉
を
ひ
も
と
く
と
、
今
と
通
じ
る
「
場
づ
く
り
」

に
懸
け
る
思
い
を
感
じ
ま
す
。「
郷
土
の
交
友
和
楽
を

培
う
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
施
設
を
心
か
ら
求
め
て

い
る
。
み
ん
な
が
気
を
合
わ
せ
て
働
い
た
り
楽
し
ん
だ

り
す
る
為
の
溜
ま
り
場
の
施
設
が
必
要
だ
」。こ
れ
は
現

代
で
い
う「
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
」「
フ
ァ
ブ
ラ
ボ
［
＊
3
］」

と
い
っ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
近
い
発
想
で
す
よ
ね
。

　

い
わ
ゆ
る
公
立
の
施
設
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1
9
1
6
年
に
愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町
の
有
志
が
つ

く
っ
た
劇
場
で
あ
る
「
内
子
座
」
の
よ
う
に
、
民
間
で

も
や
は
り
「
場
づ
く
り
」
の
熱
気
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
も
当
初
は
私
立
（
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
）

の
割
合
が
多
か
っ
た
。

―
―
そ
う
し
た
「
熱
い
思
い
」
で
施
設
の
核
が
つ
く
ら
れ
た

の
に
、
い
つ
の
ま
に
か
劇
場
や
公
民
館
が
単
な
る
「
貸
館
」

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
無
駄
な
ハ
コ
モ
ノ
と
批
判
さ
れ
た

り
も
す
る
。

佐
々
木　
自
治
体
が
法
律
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
施
設
を
つ

く
り
、
そ
れ
を
全
国
に
行
き
渡
ら
せ
た
意
義
は
大
き
い
。

け
れ
ど
も
施
設
の
整
備
と
維
持
管
理
が
中
心
の
世
界
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
部
分
は
あ
り
ま
す
ね
。
自

治
体
が
ハ
コ
モ
ノ
を
つ
く
っ
て
運
営
す
る
と
、
魂
の
ほ

う
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
結
果
的
に
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
づ
く
り
と
、

「
場
づ
く
り
」
の
熱
気
を
も
っ
た
運
営
が
一
致
し
、
施

設
を
中
心
と
し
て
住
民
が
主
体
的
に
活
動
す
る
幸
せ
な

時
代
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。

　

け
れ
ど
も
、
私
は
他
人
と
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ

た
現
代
で
は
、
公
立
の
文
化
施
設
が
、
人
び
と
が
好
き

な
テ
ー
マ
で
集
い
、
既
成
の
秩
序
に
縛
ら
れ
ず
フ
ラ
ッ

ト
に
楽
し
み
、
社
会
に
影
響
を
与
え
る
場
に
な
り
う
る

た
意
味
が
あ
り
、
日
本
で
、
山
林
や
原
野
を
集
落
の
人

び
と
で
管
理
し
て
き
た
「
入い

り

会あ
い

地ち

」
も
そ
の
ひ
と
つ
で

す
ね
。

―
―
こ
れ
ま
で
学
芸
員
と
し
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
支
え
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
け
で
な
く
、
外
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
の

関
わ
り
を
重
視
す
る
仕
事
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

佐
々
木　
2
0
0
0
年
の
東
京
都
の
行
政
評
価
で
「
抜

本
的
な
見
直
し
」
の
対
象
と
な
り
、
閉
園
の
危
機
に

あ
っ
た
「
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
」
の
再
生
に
取
り
組

ん
だ
際
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力
を
借

り
、
そ
の
可
能
性
の
大
き
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、

東
京
都
美
術
館
で
は
2
0
1
2
年
か
ら
東
京
藝
術
大
学

と
、
ア
ー
ト
を
介
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
む
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
と
び
ら
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
展
開
し
、
専
門
家
と
と
も
に
美
術
館
を
拠
点

山
納 

洋
＝
聞
き
手

脇
坂
敦
史
＝
構
成

古
里
麻
衣
＝
撮
影

山
納 

洋
＝
聞
き
手

脇
坂
敦
史
＝
構
成

古
里
麻
衣
＝
撮
影

市
民
社
会
か
ら

社
会
を
変
え
る

―
―「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」が
促
す
、新
し
い
公
共
の
か
た
ち

［
ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ
ル
東
京
企
画
部
企
画
課
長
］

佐
々
木
秀
彦

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

特
集
／
場
づ
く
り
の
そ
の
先
へ
―
―
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て
い
く
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大阪自然史フェスティバル。自然に関わるサークルや自然保護
団体、博物館や企業が集まり、ワークショップ、物販、講演な
どを通じて、大阪周辺の自然の現状や自然に関わる楽しさを市
民に伝えている。	写真提供／大阪市立自然史博物館

█図2：文化施設の世代論

　

大
阪
に
は
江
戸
時
代
か
ら
、
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

［
＊
5
］
を

は
じ
め
と
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
伝

統
が
あ
る
。
そ
う
い
う
熱
心
な
ア
マ
チ
ュ
ア
の
手
に

よ
っ
て
、
こ
の
博
物
館
の
活
動
は
つ
く
ら
れ
て
き
た
の

で
す
。
後
援
会
や
友
の
会
、
さ
ら
に
2
0
0
1
年
に
設

立
さ
れ
た
N
P
O
法
人
「
大
阪
自
然
史
セ
ン
タ
ー
」
な

ど
、
名
前
や
組
織
の
形
は
変
わ
っ
て
も
、
博
物
館
を
と

り
ま
く
各
種
サ
ー
ク
ル
活
動
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
い
つ

も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
歴
代
館
長
や
学
芸

員
も
そ
れ
を
強
く
意
識
し
た
運
営
を
行
い
、
継
承
し
て

き
た
こ
と
に
感
動
し
ま
す
。

―
―
動
物
の
標
本
を
つ
く
る
「
な
に
わ
ホ
ネ
ホ
ネ
団
」
の
活

動
な
ど
、
と
て
も
楽
し
そ
う
で
す
。　

佐
々
木　
入
団
希
望
者
は
タ
ヌ
キ
一
頭
の
皮
を
一
人
で

は
ぐ
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
活
動
を
70
歳
の
高
齢
者
か
ら

小
学
生
の
女
の
子
ま
で
、
一
緒
に
や
っ
て
い
る
。
年
に

一
度
の
「
大
阪
自
然
史
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
は
標
本
好

き
だ
け
で
な
く
、
石
好
き
、
虫
好
き
、
植
物
好
き
な
ど
、

ふ
だ
ん
は
交
わ
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
「
好
き
」
が
一
堂

に
集
ま
る
お
祭
り
で
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
み
ご
と
に
「
可
視
化
」
さ
れ
ま
す
。
人
間
が
人

間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
、
最
近
よ
く
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ

ン
グ
と
言
い
ま
す
よ
ね
。
つ
ま
り
健
康
で
ご
機
嫌
な
状

態
で
す
。
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
を
見

て
い
る
と
、
ま
さ
に
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
な
感
じ
が
す

る
ん
で
す
。

―
―
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
は
、
お
そ
ら
く
歴
史
上
の
あ
ら
ゆ
る

時
代
と
場
所
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。　

佐
々
木　
伝
統
的
な
祭
り
な
ど
を
見
る
と
、
楽
し
む
た

め
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
人
が
つ
な
が
る
こ
と
が
い
か
に

普
遍
的
か
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、
今
の
日
本
は
そ
れ
が

弱
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
S
N
S
な
ど
で
人
と
人
が
つ
な
が
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
健
康
で
ご
機
嫌
な
状

態
と
な
っ
て
い
る
の
か
は
疑
問
で
す
。　
　
　
　
　

こ
れ
か
ら
は

「
文
化
施
設
4.
0
」の
時
代
へ

―
―
佐
賀
県
の
武
雄
市
が
、
2
0
1
3
年
に
カ
ル
チ
ュ
ア
・
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ク
ラ
ブ
株
式
会
社
を
指
定
管
理
者
と
し
図
書

館
を
再
整
備
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ツ
タ
ヤ
図
書
館
」
が
話
題
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
2
0
1
6
年
に
開
館
し
、
市
民

の
交
流
や
連
帯
を
育
む
広
場
と
し
て
の
新
た
な
図
書
館
像
を
打

ち
出
し
た
瀬
戸
内
市
の
事
例
も
丁
寧
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

佐
々
木　
財
政
状
況
が
悪
化
す
る
な
か
、
文
化
施
設
の

存
在
意
義
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
民
間
企

業
の
経
営
原
理
を
取
り
入
れ
る
新
公
共
経
営
（N

ew

 

Public M
anagem

ent 

以
下
、
N
P
M
）
の
考
え
方
が
広

ま
り
、
そ
の
象
徴
と
い
え
る
の
が
ツ
タ
ヤ
図
書
館
で
す

ね
。
ツ
タ
ヤ
図
書
館
は
、
従
来
の
本
の
貸
し
借
り
の
場

か
ら
、
カ
フ
ェ
や
書
店
を
併
設
し
、
多
様
な
利
用
者
が

集
う
滞
在
型
の
新
し
い
図
書
館
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
一

方
で
、
商
業
主
義
優
先
、
不
適
切
な
選
書
な
ど
、
公
共

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
と
は
別
の
道
で
地
域
の
場
と
な
ら
ん
と
す
る

公
共
施
設
も
出
て
き
て
、
私
は
そ
れ
を
「
文
化
施
設

4.
0
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
（
図
2
）。「
人
づ
く
り
」
や

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
」
に
焦
点
を
当
て
た
瀬
戸
内

　

こ
れ
ま
で
文
化
施
設
は
、
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
コ
ン
テ

ン
ツ
・
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ら
企
画
展
を
開
く
と
か
、
ホ
ー
ル
で

コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
す
る
と
か
、
公
民
館
で
講
演
会
を

開
く
と
か
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
し
、
人

び
と
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
な
い
。
学
校
と
組
ん
で
教

育
普
及
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
始
め
た
り
、
障
害
を
も
つ
方
に

も
鑑
賞
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
り
。
社
会
課
題
に

貢
献
す
る
取
り
組
み
を
つ
く
る
よ
う
な
仕
事
が
よ
り
大

切
に
な
っ
て
い
く
。
私
の
造
語
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
を

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
総
称
し
て
い
ま
す
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
し
て
い
く
の

が
「
文
化
施
設
4.
0
」
の
特
徴
で
も
あ
る
の
で
す
。

―
―
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
人
び
と
が
ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有
し
つ

つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
興
味
深
い
お
話
で
す
。　

佐
々
木　
地
方
の
自
治
体
に
お
い
て
も
、
施
設
や
団
体

が
連
携
し
て
つ
な
が
る
こ
と
で
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
を
活

性
化
さ
せ
る
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

2
0
2
2
年
に
大
阪
・
八
尾
市
が
策
定
し
た
「
八
尾

市
芸
術
文
化
推
進
基
本
計
画
」
に
は
、
高
校
合
同
文
化

祭
や
ま
ち
か
ど
ラ
イ
ブ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
取

り
組
み
を
通
じ
て
、
市
民
の
日
常
生
活
に
芸
術
文
化
活

動
を
浸
透
さ
せ
る
有
機
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
や
お
う

え
る
か
む
コ
モ
ン
ズ
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て

い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
明
確
に
し
、

文
法
を
共
有
す
る

―
―
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
の
施
設
を
ど
う
つ
く
り
、
持

市
立
図
書
館
は
、
ま
さ
に
そ
の
一
例
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
創
生
期
の
場
づ
く
り
（
1.
0
）
か
ら
、
戦
後
か
ら
バ
ブ

ル
期
に
は
施
設
の
設
置
と
拡
大
（
2.
0
）
が
あ
り
、
バ
ブ
ル
後

は
公
共
施
設
の
意
義
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
3.
0
）。
そ
し
て
い
ま
、「
文
化
施
設
4.
0
」
と
呼

べ
る
新
し
い
動
き
の
な
か
で
、
福
祉
施
設
や
お
寺
と
い
っ
た
例

が
出
て
き
た
の
も
印
象
的
で
す
。　

佐
々
木　
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
が
、
分
野
を
超
え
て
同
時

多
発
的
に
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
お

寺
は
も
と
も
と
「
学
び
」「
癒
や
し
」「
楽
し
み
」
と

い
っ
た
価
値
を
実
現
す
る
場
で
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、

今
は
「
お
寺
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
大
き

な
転
機
を
迎
え
て
い
ま
す
。
も
は
や
葬
式
だ
け
で
は
成

り
立
た
な
い
と
い
う
意
味
で
、
文
化
施
設
と
共
通
す
る

課
題
意
識
を
も
っ
て
い
ま
す
。「
日
本
で
一
番
若
者
が

集
ま
る
寺
」
と
し
て
知
ら
れ
る
大
阪
の
應
典
院
は
、
劇

場
・
ホ
ー
ル
で
あ
る
と
と
も
に
公
民
館
の
よ
う
な
役
割

も
果
た
し
て
い
ま
す
。
ま
た
最
近
で
は
ア
ー
ト
に
関
わ

る
お
寺
と
し
て
、
さ
ら
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
」
の

可
能
性
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

文
化
資
源
を
基
盤
に
人
が
集
ま
り
関
わ
る
と
い
う
こ

と
は
、
何
か
を
大
事
に
す
る
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
文
化
的
な
何
か
に
好
奇
心
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
そ

れ
を
分
か
ち
合
う
こ
と
。
そ
れ
ら
を
今
の
言
葉
で
言
う

と
「
ケ
ア
と
シ
ェ
ア
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
同
時
多
発
的
に
起
き
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
は
分
断
さ
れ

て
い
た
動
き
を
つ
な
い
で
い
く
よ
う
な
、「
連
携
」
の
可
能
性
は

あ
る
で
し
ょ
う
か
。　

佐
々
木　
2
0
1
3
年
度
か
ら
東
京
・
上
野
の
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
や
図
書
館
、
劇
場
、
そ
し
て
大
学
が
連
携
し
、

施
設
間
を
人
び
と
が
行
き
交
い
、
学
び
合
う
こ
と
を
目

指
し
た
「M

useum

 Start 
あ
い
う
え
の
」
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
ま
し
た
。
私
が
所
属
す
る
ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ
ル

東
京
も
複
数
の
都
立
文
化
施
設
を
つ
な
げ
て
い
く
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、
文
化
資
源
を
活
用
し
て
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
高
め
る
と
い
う
問
題
意
識
や
テ
ー
マ
、

手
法
は
施
設
が
違
っ
て
も
共
通
し
て
い
る
し
壁
は
な
い

と
感
じ
ま
し
た
。

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
過
去
に
熱
い
思

い
を
も
っ
て
文
化
施
設
が
生
ま
れ
た
よ
う
な
動
き
は
、

自
然
発
生
的
に
は
起
こ
り
に
く
い
。
人
工
的
に
意
識
的

に
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　

好
き
な
も
の
を
通
し
て

つ
な
が
り
、
響
き
合
う

―
―
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
を
通
し
人
が
つ
な
が
り
、
楽
し
み
な

が
ら
社
会
に
関
わ
る
。
ご
著
書
で
は
そ
の
こ
と
を
「
交
響
圏
」

と
い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。　

佐
々
木　
自
由
に
選
択
し
、
脱
退
し
、
移
行
し
、
創
出

す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
「
交
響
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
」
と
名

付
け
た
社
会
学
者
の
見
田
宗
介
［
＊
4
］
か
ら
借
り
た
考

え
で
す
。
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
い
る
文
化
的
コ
モ
ン
ズ

の
例
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
が
、
特
に
大
阪
市
立
自
然

史
博
物
館
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

中心課題
官民の構図

施設の当事者
設置者 専門家 市民

1.0

《創生期》
1910-1945
大正デモクラ
シーから敗戦

施設の創出
官/民による建設

統治者（官）
篤志家（民）

番人・管理人
＝監視・監督、
思想善導

臣民：
教化の対象

2.0

《成長期》
1945-1990
戦後から
バブル期

施設の設置
サービスの提供
官主導・民補完

サービス提供者 専門職、事務
＝指導・助言、
施設管理

国民：
啓蒙・育成の対象

3.0

《再考期》
1990-2011
バブル後から
東日本大震災

施設の開放
参加、広場づくり
経営への着目（効率重視）
官民役割の見直し、
民間活力導入

運営委託者・
評価者

専門分化
＝高度な技能提
供、サービス・プ
ロバイダー、施設
経営

住民：
サービスの消費者・顧客、
主体的な利用・参加の
対象、サポーター

4.0

《成熟期》
2011- 
東日本大震災
以降

施設の自治
コモンズの形成
共の創出
官民団の連携協力

基盤の提 供 者、
経営・活動の支
援者（行政）
文化起業家

（民間）

つなぎ手、橋渡
し役＝アクセス保
障、プラットフォー
ム・ビルダー、コー
ディネート

市民：
運営・利用の当事者、プ
レーヤー、オーナーシッ
プ、文化 起 業 家（ カル
チャー・アントレプレナー）

区
分 時期
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《拠りどころ》
使命
行動規範

専門家
正統性

legitimacy

設置者
方針

policy

市民

共感
empathy

運用力
literacy

提案 支援

信認

貢献 提供

承認

█図3：文化施設統治の三角形

続
さ
せ
る
か
。
文
化
施
設
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

で
大
切
な
使
命
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。

佐
々
木　
公
共
事
業
で
使
え
る
予
算
が
減
る
な
か
で
、

文
化
施
設
の
意
義
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
び

と
が
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
に
着
目
す
る
大
き
な
前
提

と
し
て
、
そ
の
影
響
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
N
P
M

の
考
え
方
か
ら
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
劇
場
な
ら
チ
ケ
ッ

ト
の
売
り
上
げ
、
図
書
館
な
ら
来
館
者
数
な
ど
の
数
値

で
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
。
成

熟
あ
る
い
は
縮
小
す
る
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

施
設
が
資
源
を
共
有
し
て
知
恵
を
出
し
合
っ
て
い
か
な

い
と
破
綻
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
多

く
の
人
が
共
有
し
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
実
は
現
場
の
専
門
職
が
施
設
の
存
在
意
義
を

語
る
言
葉
を
も
っ
て
い
な
い
。
あ
る
と
し
て
も
「
図
書

館
の
意
義
と
は
？
」「
公
民
館
の
存
在
価
値
と
は
？
」

「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
役
割
と
は
？
」
と
い
っ
た
一
般
論

で
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
街
に
こ
の
図
書
館
が
必
要
な
の

か
？
と
い
っ
た
、
そ
の
施
設
が
魂
と
し
て
も
っ
て
い
る

「
使
命
」
と
は
違
う
も
の
で
し
た
。
た
と
え
ば
、「
こ
の

市
の
図
書
館
は
子
ど
も
が
本
に
触
れ
る
機
会
を
増
や
す

こ
と
が
大
切
」
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
共
有
で
き
れ
ば
、

単
に
来
館
者
数
や
お
金
の
収
支
だ
け
で
は
な
い
形
で
評

価
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。

―
―
文
化
施
設
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
、
設
置
者
、
専
門

家
、
市
民
の
三
者
の
関
係
性
を
図
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
3
）。

こ
う
し
た
考
え
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
す
か
？

佐
々
木　
私
が
展
開
す
る
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
論
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論
は
、
ま
ず
経
済
学
者
・
宇

沢
弘
文
［
＊
6
］
が
提
起
し
た
「
社
会
的
共
通
資
本
」
の

概
念
を
参
照
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
宇
沢
は
、
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
た
る
専
門
家
が
信
認
（
フ
ィ
デ
ュ
シ

ア
リ
ー
）
の
原
則
に
基
づ
い
て
行
う
運
営
や
管
理
を
重

視
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
医
療
や
教
育
の
よ
う
に
、
あ

る
部
分
で
は
知
識
や
技
能
を
も
つ
人
に
「
身
を
任
せ

る
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
政
策
の

専
門
家
も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
な
三
角
形
を
使
っ
て
文

化
施
設
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
語
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ

う
な
図
に
描
い
た
の
は
私
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
設
置
者
の
横
暴
で
あ
っ
た
り
、
専
門
家
の
説
明
不
足
で

あ
っ
た
り
…
…
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
思
い
浮
か
び
ま
す
し
、

三
者
の
あ
い
だ
で
ど
う
バ
ラ
ン
ス
を
と
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ

う
？
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
一
般
に
「
行
政
が
文

化
団
体
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
口
を
出
す
な
」
と
説
明
さ
れ
る

よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
ア
ー
ム
ズ
・
レ
ン
グ
ス
」
の
原
則
［
＊
7
］

も
、
こ
の
図
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
。

佐
々
木　
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
合
、
三
者
が
共
有
す
る

「
見
取
り
図
」
や
「
文
法
」
が
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

文
化
的
コ
モ
ン
ズ
を
成
り
立
た
せ
る
利
害
関
係
者
が
互

い
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
ど
ん
な
義
務
を
負
い
、

何
を
提
供
し
合
う
の
か
と
い
っ
た
リ
テ
ラ
シ
ー
を
も
つ

こ
と
が
、
話
し
合
い
の
前
提
と
し
て
必
要
で
す
。
当
事

者
が
自
分
た
ち
の
ル
ー
ル
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
維
持
し

て
い
く
こ
と
こ
そ
が
コ
モ
ン
ズ
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
自

治
の
作
法
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
す
。
こ
の
三
角
形
は

文
化
施
設
に
適
用
し
た
構
図
で
す
が
、
ほ
か
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
応
用
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
寺
中
作
雄
の
言
葉
を
借
り
な
が
ら
、
文
化
的
コ
モ
ン
ズ

を
「
自
治
の
砦
」
と
呼
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
理
由
が
よ
く
わ

か
り
ま
し
た
。
専
門
分
野
で
知
識
を
も
つ
専
門
家
で
は
な
く
、

一
般
市
民
に
統
制
権
限
を
委
ね
る
こ
と
の
大
切
さ
に
も
気
づ

か
さ
れ
ま
し
た
。

佐
々
木　
そ
れ
も
行
き
す
ぎ
る
と
、
た
と
え
ば
モ
ン
ス

タ
ー
ペ
ア
レ
ン
ト
が
P
T
A
や
教
育
委
員
会
を
牛
耳

る
の
で
は
な
い
か
？
と
い
っ
た
懸
念
が
あ
る
わ
け
で
す

が
、
や
は
り
バ
ラ
ン
ス
が
大
切
で
す
ね
。
地
域
住
民
を

含
む
関
係
者
が
し
っ
か
り
参
画
す
る
こ
と
を
担
保
し
な

い
と
コ
モ
ン
ズ
に
は
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　

政
策
と
し
て
具
体
化
し
、

社
会
を
変
え
る
力
に
す
る

―
―
「
場
づ
く
り
」
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
世
の
中
を
変
え
る

力
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
感
覚
を
も
つ
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
一
方
で
法
律
や
仕
組
み
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
制
約

も
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か

悩
む
こ
と
も
多
い
の
で
す
。

佐
々
木　
政
治
学
者
・
松
下
圭
一
［
＊
8
］
が
言
う
と
こ

ろ
の
「
政
策
型
思
考
」、
つ
ま
り
、
社
会
の
課
題
を
具

体
的
な
法
や
政
策
、
制
度
に
落
と
し
込
ん
で
解
決
を
図

る
考
え
が
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

や
図
書
館
、
公
民
館
が
今
の
よ
う
な
施
設
と
し
て
あ
る

の
は
、
か
つ
て
熱
い
思
い
を
も
っ
た
人
た
ち
が
法
制
度

を
確
立
し
た
か
ら
。「
こ
う
い
う
場
所
が
あ
っ
た
ら
い

い
な
」
だ
け
で
は
何
も
起
こ
ら
ず
、
政
策
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
芸
術
文
化
に
関
わ
る
専
門
職
が
意
識
す

る
必
要
が
あ
る
の
は
「
健
全
な
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
」、

つ
ま
り
芸
術
文
化
の
価
値
や
必
要
性
に
つ
い
て
声
を
上

げ
、
政
策
提
言
を
行
う
こ
と
で
す
。

―
―
子
育
て
施
設
と
図
書
館
、
高
齢
者
へ
の
健
康
支
援
を
合

わ
せ
た
よ
う
な
複
合
施
設
の
新
設
が
相
次
い
で
お
り
、
地
方

自
治
体
の
選
挙
で
も
争
点
に
な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
お
話
を
伺
っ
て
い
て
、
選
挙
で
代
議
士
や
首
長
を

選
ぶ
こ
と
以
外
に
も
、
市
民
が
よ
り
主
体
的
に
文
化
的
コ
モ

ン
ズ
に
関
わ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
と
感
じ
ま
し
た
。

佐
々
木　
日
々
の
施
設
運
営
、
経
営
・
統
治
、
存
続
に

関
わ
る
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
レ
イ
ヤ
ー
で
考
え
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
伊
丹
市
立
図
書
館
こ
と

ば
蔵
」
で
は
、
誰
も
が
参
加
で
き
る
「
交
流
フ
ロ
ア
運

営
会
議
」
を
開
い
て
お
り
、
業
務
の
改
善
案
を
受
け
付

け
る
だ
け
で
な
く
、「
こ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
を
や
り
た

い
！
」
と
い
っ
た
形
で
参
加
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
日
々
の
施
設
運
営
に
お
い
て
は
、
こ
ん
な
風

に
利
用
者
が
誰
で
も
参
加
で
き
る
と
い
い
。

　

文
化
施
設
の
友
の
会
や
後
援
会
と
い
っ
た
も
の
も
、

ア
メ
リ
カ
の
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
」
の

よ
う
に
、
よ
り
開
か
れ
た
形
で
つ
く
る
こ
と
が
可
能
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
1
ド
ル
払
え
ば
誰

で
も
参
加
で
き
る
と
い
っ
た
緩
や
か
な
組
織
で
あ
り
、

今
風
に
い
う
と
「
フ
ァ
ン
ダ
ム
（
推
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）」

に
も
似
た
も
の
。
そ
こ
か
ら
代
表
を
出
し
、
施
設
の
統

治
機
関
で
あ
る
評
議
員
と
な
る
の
で
す
。

　

一
方
で
施
設
の
統
廃
合
、
あ
る
い
は
「
あ
い
ち
ト
リ

エ
ン
ナ
ー
レ
」
で
起
き
た
よ
う
な
表
現
の
自
由
を
ど
う

す
る
か
？
と
い
っ
た
市
民
全
体
の
意
見
を
二
分
す
る
よ

う
な
大
き
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
も
住
民
か
ら

無
作
為
の
抽
選
で
選
ん
だ
ミ
ニ
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
を
構
成

し
、
専
門
家
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
討
議
す
る
や
り
方

が
有
効
で
す
。
す
べ
て
を
多
数
決
で
決
め
よ
う
と
す
る

と
1
か
0
か
の
政
争
に
な
っ
て
し
ま
い
、
議
論
が
歪
め

ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。

―
―
手
法
や
知
恵
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
け
れ
ど
も
多
く
の
人
が
そ

れ
を
知
ら
ず
、
十
分
に
使
い
こ
な
せ
て
い
な
い
。
場
づ
く
り
と
い

う
行
動
が
、
日
々
の
楽
し
み
に
も
、
地
域
の
政
治
に
も
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

佐
々
木　
文
化
施
設
の
運
営
と
い
う
と
社
会
課
題
へ
の

貢
献
と
い
う
真
面
目
な
話
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
文
化

佐
々
木
秀
彦
（
さ
さ
き
・
ひ
で
ひ
こ
）

1
9
6
8
年
東
京
都
台
東
区
生
ま
れ
。
ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ

ル
東
京
企
画
部
企
画
課
長
。
専
門
は
文
化
施
設
論
、
文

化
資
源
論
。
東
京
外
国
語
大
学
卒
業
、
東
京
学
芸
大

学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
。
江
戸
東
京
博
物
館
、
江

戸
東
京
た
て
も
の
園
、
東
京
都
美
術
館
の
学
芸
員
を
経

て
現
職
。
所
属
す
る
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
の
経
営
企

画
、
新
規
事
業
立
ち
上
げ
に
従
事
。
国
・
自
治
体
の
文
化
施
策
や
文
化
施
設
に

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ュレ
ー
シ
ョン
の
視
点
で
関
わ
る
。
著
書
に
『
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
へ
』（
岩
波
書
店
）、『
文
化
的
コ
モ
ン
ズ 

文
化
施
設
が
つ
く
る
交
響
圏
』（
み

す
ず
書
房
）。

注＊
1	

『
災
後
に
お
け
る
地
域
の
公
立
文
化
施
設
の
役
割
に
関
す
る
調
査
研
究
報

告
書—

—

文
化
的
コ
モ
ン
ズ
の
形
成
に
向
け
て—

—

』（
2
0
1
4
年
）、

『
地
域
に
お
け
る
文
化
・
芸
術
活
動
を
担
う
人
材
の
育
成
等
に
関
す
る
調

査
研
究
報
告
書—

—

文
化
的
コ
モ
ン
ズ
が
、
新
時
代
の
地
域
を
創
造
す

る—
—

』（
2
0
1
6
年
）

＊
2	

昭
和
期
の
文
部
行
政
官
。
文
部
省
で
戦
後
の
社
会
教
育
行
政
の
基
礎
づ
く

り
に
従
事
。

＊
3	

誰
で
も
自
由
に
使
え
る
電
子
工
作
器
具
な
ど
が
備
え
ら
れ
た
街
の
「
図
工

室
」。

＊
4	

昭
和
後
期
〜
平
成
の
社
会
学
者
。
社
会
心
理
学
、
現
代
社
会
論
を
専
門
と

し
、
現
代
日
本
の
社
会
構
造
、
社
会
意
識
の
分
析
に
つ
と
め
た
。
真
木
悠

介
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
も
活
動
し
た
。

＊
5	

江
戸
中
期
〜
後
期
の
本
草
家
、
文
人
。
博
識
と
書
画
・
典
籍
・
標
本
・
骨

董
（
こ
っ
と
う
）
の
収
集
で
知
ら
れ
た
。

＊
6	

昭
和
後
期
〜
平
成
の
経
済
学
者
。
理
論
経
済
学
で
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
す
。

ま
た
公
共
経
済
学
の
立
場
か
ら
、「
社
会
的
共
通
資
本
」
と
し
て
の
教
育

制
度
や
地
球
環
境
問
題
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
。

＊
7	

芸
術
文
化
振
興
に
お
い
て
、
政
府
や
支
援
者
は
適
度
な
援
助
を
提
供
し
つ

つ
、
創
造
性
と
自
律
性
を
尊
重
す
る
た
め
、
一
定
の
距
離
を
保
つ
べ
き
と

い
う
理
念
。

＊
8	

昭
和
後
期
〜
平
成
の
政
治
学
者
。
日
本
に
お
け
る
「
統
治
」
か
ら
「
自
治
」

へ
の
政
治
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
を
提
起
し
、
自
治
体
改
革
に
強
い
影
響
を
与

え
た
。

の
基
本
は
寛
容
な
精
神
で
し
ょ
う
。
芸
術
文
化
に
伴
う

い
か
が
わ
し
さ
や
胡
散
臭
さ
も
許
容
で
き
る
よ
う
な
場

で
な
け
れ
ば
文
化
は
育
ち
ま
せ
ん
。
楽
し
さ
、
ご
機
嫌

さ
（
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
）
が
基
本
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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█図1：「形から入る友だち」関係が求めら
れる時代とは？

イラスト（以下すべて）／タダノなつ（提供／講談社）

友
だ
ち
と
い
う
と
私
た
ち
は
「
何
で
も
言
い
合
え
る

よ
う
な
深
い
関
係
」
を
想
像
す
る
。
今
で
も
そ
の
イ

メ
ー
ジ
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
1
9
9
0
年
代
あ
た

り
か
ら
、
別
の
友
だ
ち
像
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
気
を
遣
い
な
が
ら
、
よ
い
状
態
を
維
持
す
る
関

係
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
仮
に
前
者
を
「
結
果
と
し
て

の
友
だ
ち
」、
後
者
を
「
形
か
ら
入
る
友
だ
ち
」
と
し

て
お
こ
う
。

こ
の
短
い
論
考
で
は
、
ま
ず
、
友
だ
ち
関
係
の
変
化

に
つ
い
て
ま
と
め
、
つ
な
が
り
を
求
め
つ
つ
も
孤
独
に

陥
り
が
ち
な
若
者
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
を

踏
ま
え
、
今
後
の
つ
な
が
り
や
場
づ
く
り
の
方
向
性
を

検
討
す
る
。

友
だ
ち
関
係
の
変
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、

社
会
の
「
個
人
化
」
で
あ
る
。
個
人
化
と
は
社
会
の
も

ろ
も
ろ
の
単
位
が
個
人
中
心
に
構
成
さ
れ
る
状
況
を
指

す
。
所
有
の
中
心
単
位
は
個
人
に
な
り
、
何
か
を
す
る

に
あ
た
っ
て
も
集
団
の
意
向
で
は
な
く
、
個
人
の
「
や

り
た
い
こ
と
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
日
本
社

会
で
は
、
友
だ
ち
像
に
変
化
が
見
ら
れ
た
1
9
9
0
年

代
に
個
人
化
が
進
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

個
人
化
の
影
響
は
人
間
関
係
に
も
及
ん
で
い
る
。
私

た
ち
は
集
団
と
の
つ
き
合
い
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、

個
々
人
の
「
や
り
た
い
こ
と
」
や
「
つ
き
合
い
た
い

「
結
果
と
し
て
の
友
だ
ち
」か
ら

「
形
か
ら
入
る
友
だ
ち
」へ

2

人
」
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
や
職
場
や
ク
ラ

ス
の
懇
親
会
も
必
須
で
は
な
い
。
誰
と
つ
き
合
う
か
は

個
人
が
選
ぶ
時
代
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
に

お
い
て
、
友
だ
ち
関
係
の
あ
り
方
は
着
実
に
変
わ
っ
て

い
っ
た
。

集
団
の
力
が
強
い
時
代
、
私
た
ち
は
所
属
す
る
集
団

の
人
た
ち
と
否
が
応
で
も
つ
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
私
た
ち
は
、
イ
ヤ
な
人
と
も
つ
き
合
わ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
と
引
き
替
え
に
、

安
定
的
な
人
間
関
係
を
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
社
会
で
は
人
間
関
係
を
じ
っ
く
り
育
む
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
対
立
や
葛
藤
を
経

な
が
ら
強
い
関
係
を
育
む
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
対
立

や
葛
藤
を
経
た
「
結
果
と
し
て
の
友
だ
ち
」
は
、
当
然

な
が
ら
何
で
も
言
い
合
え
る
関
係
に
な
り
や
す
い
。

り
を
確
保
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
友
だ

ち
は
、
対
立
や
葛
藤
を
経
な
が
ら
つ
く
ら
れ
る
「
結
果

と
し
て
の
友
だ
ち
」
に
対
し
て
、
友
だ
ち
と
い
う
形
式

優
先
の
「
形
か
ら
入
る
友
だ
ち
」
だ
と
言
え
よ
う
。

た
だ
、
居
合
わ
せ
た
人
と
「
友
だ
ち
」
に
な
り
、

「
友
だ
ち
っ
ぽ
い
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
積
み
重

ね
る
の
は
言
う
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

友
だ
ち
は
先
輩
・
後
輩
や
上
司
・
部
下
、
近
所
の
人
の

よ
う
に
わ
か
り
や
す
い
つ
な
が
り
で
は
な
い
か
ら
だ
。

友
だ
ち
と
い
う
の
は
こ
う
し
た
社
会
的
な
関
係
性
と
は

異
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
お
た
が
い
が
「
友
だ
ち
」

と
認
識
す
る
限
り
に
お
い
て
成
り
立
つ
不
安
定
な
関
係

な
の
で
あ
る
。

で
は
「
友
だ
ち
っ
ぽ
さ
」
と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
に

 

落
ち
着
か
ず
、不
安
定
な

「
友
だ
ち
」と
の
つ
な
が
り

3

翻
っ
て
今
の
社
会
で
は
、
関
係
の
安
定
性
を
担
保
す

る
材
料
は
乏
し
い
。
た
と
え
ば
同
じ
ク
ラ
ス
や
隣
近
所

に
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
関
係
を
つ
く
る
決
定

的
な
材
料
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
誰
か

と
安
定
し
た
関
係
を
築
く
に
は
、
お
た
が
い
前
向
き
な

状
態
で
相
手
を
選
び
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

俗
っ
ぽ
く
表
す
な
ら
ば
、
誰
か
と
安
定
し
た
関
係
に
な

る
に
は
「
友
だ
ち
」
あ
る
い
は
「
恋
人
」
に
な
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
恋
人
は
た
い
て

い
一
人
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
人

と
は
友
だ
ち
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
私
た
ち
が
誰
か
と

安
定
し
た
関
係
を
築
く
に
は
、
居
合
わ
せ
た
人
と
ま
ず

は
「
友
だ
ち
」
に
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

（
図
1
）。

流
動
的
な
現
代
社
会
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
居
合
わ

せ
た
人
と
「
友
だ
ち
」
に
な
り
「
友
だ
ち
っ
ぽ
い
」
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
つ
な
が

対
す
る
明
確
な
答
え
を
見
出
せ
な
い
私
た
ち
は
、
ひ
と

ま
ず
、
場
の
空
気
を
保
ち
、
よ
い
関
係
を
維
持
す
る
よ

う
努
め
る
。
な
ぜ
な
ら
友
だ
ち
と
い
う
の
は
、
家
族
を

別
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
つ
な
が
り
よ
り
も
一
段
上
の

「
よ
い
関
係
」
だ
か
ら
だ
。
私
た
ち
が
あ
る
人
と
友
だ

ち
関
係
を
保
ち
続
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
つ
な
が

り
が
他
の
つ
な
が
り
よ
り
も
「
よ
い
」
と
感
じ
て
い
る

か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

か
く
し
て
私
た
ち
は
、
友
だ
ち
と
よ
い
関
係
を
保
と

う
と
す
る
か
ら
こ
そ
争
い
を
避
け
、
気
を
遣
い
合
う
よ

う
に
な
る
。
今
や
友
だ
ち
は
か
つ
て
の
よ
う
に
ケ
ン
カ

を
重
ね
て
強
く
な
る
つ
な
が
り
で
は
な
く
、
気
ま
ず
い

状
態
に
な
る
こ
と
を
と
に
か
く
避
け
な
け
れ
ば
い
け
な

い
つ
な
が
り
に
転
じ
た
の
で
あ
る
（
28
頁
図
2
）。

実
際
、
大
学
生
と
接
し
て
い
る
と
、
気
の
毒
に
な
る

ほ
ど
友
だ
ち
関
係
に
気
を
遣
っ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と

が
あ
る
。
た
と
え
ば
懇
親
会
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
も
徐
々

に
過
去
の
も
の
と
な
り
懇
親
会
も
復
活
し
つ
つ
あ
る
。

学
生
も
「
授
業
の
後
に
食
事
な
ど
に
行
き
た
い
」
と

言
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
懇
親
会
を
企
画
し
な
い

の
か
と
水
を
向
け
る
と
次
の
よ
う
な
返
事
が
戻
っ
て
き

た
。

「
懇
親
会
は
リ
ス
ク
が
あ
る
か
ら
開
催
で
き
な
い
」

一
瞬
、
言
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
の

で
詳
し
く
尋
ね
る
と
、
真
意
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

懇
親
会
を
開
催
す
る
と
い
や
が
る
人
が
い
る
か
も
し
れ

な
い
、
あ
る
い
は
、
懇
親
会
を
開
催
し
て
も
し
ら
け
て

う
ま
く
い
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
自
分
か
ら

懇
親
会
は
開
催
し
な
い
。
一
方
で
懇
親
会
に
誘
わ
れ
た

つ
な
が
り
の
2
つ
の
方
向
性

1 つ
な
が
り
な
が
ら
も
、孤
独
に
陥
る
若
者
た
ち 

  

―
―
失
わ
れ
た
場
の
再
生
に
向
け
て

特
集

場
づ
く
り
の
そ
の
先
へ
︱︱
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て
い
く

Ishida M
itsunori

石
田
光
規

﹇
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
﹈

近
年
、
育
ち
始
め
た
人
間
関
係
を
不
意
に「
リ
セ
ッ
ト
」す
る
と
い
う
現
象
が
、
お
も
に
若
者
を
中
心
に
増
え
て
い
る
と
い
う
。

一
見「
つ
な
が
る
」と
は
正
反
対
に
思
え
る
こ
う
し
た
衝
動
は
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
？

長
年
、
若
者
世
代
の
孤
独
・
孤
立
と
人
間
関
係
を
研
究
す
る
社
会
学
者
が
、

「
友
だ
ち
」の
あ
り
方
の
変
化
を
振
り
返
り
、
今
の
時
代
に
人
と
人
が
ど
う
つ
な
が
れ
ば
い
い
か
、

そ
こ
で「
場
」は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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█図2：�何よりも、気まずい状態になること
を避ける若者たち

█図3：人々のつながりに関する基礎調査

出典／「令和5年人々のつながりに関する基礎調査結果」（内閣官房）

孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の比率 2023年2022年2021年

16～ 19歳 20～ 29歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳 60～ 69歳 70～79歳 80歳以上

（％）
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調査の対象：全国の満16歳以上の個人20,000人　有効回答率：55.7%
ら
参
加
は
し
た
い
。

つ
ま
り
、
懇
親
会
が
あ
れ
ば
参
加
し
た
い
。
し
か
し
、

自
ら
開
催
す
る
の
は
リ
ス
ク
が
あ
る
か
ら
避
け
た
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
今
の
大
学
生
は
こ
れ
く
ら
い

気
を
遣
い
な
が
ら
、
友
だ
ち
関
係
を
築
い
て
い
る
の
だ
。

こ
の
「
つ
な
が
り
た
く
て
も
つ
な
が
れ
な
い
」
状
況

は
、
若
年
層
の
孤
独
感
に
影
響
し
て
い
る
。
図
3
は
内

閣
官
房
が
2
0
2
1
年
か
ら
2
0
2
3
年
に
か
け
て
実

施
し
た
『
人
々
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
基
礎
調
査
』
で
、

孤
独
感
が
「
し
ば
し
ば
あ
る
・
常
に
あ
る
」
と
回
答
し

た
人
の
比
率
を
年
齢
階
級
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
2
0
2
1
年
か
ら
23

年
い
ず
れ
に
お
い
て
も
20
代
、
30
代
の
孤
独
感
が
高
く
、

次
い
で
、
40
代
、
50
代
の
孤
独
感
が
高
い
。
10
代
（
16

～
19
歳
）
に
つ
い
て
は
、
2
0
2
1
年
は
そ
れ
ほ
ど
で

は
な
か
っ
た
も
の
の
、
22
年
、
23
年
は
40
代
、
50
代
と

同
じ
く
ら
い
に
孤
独
感
が
高
い
。
ま
と
め
る
と
、
若
年

層
の
孤
独
感
が
総
じ
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
人
と
一
緒

に
い
た
く
て
も
気
を
遣
う
あ
ま
り
声
を
あ
げ
ら
れ
な
い

若
者
は
、
寂
し
さ
を
抱
え
つ
つ
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
友
だ
ち
へ
の
気
遣
い
の
傾
向
に
拍
車
を

か
け
た
の
が
、
友
だ
ち
関
係
の
変
化
が
指
摘
さ
れ
だ
し

た
1
9
9
0
年
代
に
一
挙
に
普
及
し
た
情
報
通
信
端
末

で
あ
る
。

振
り
返
る
と
携
帯
電
話
（
ケ
ー
タ
イ
）、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
（
ス
マ
ホ
）
が
普
及
す
る
前
、
私
た
ち
は
「
場
」

を
基
礎
に
し
て
人
間
関
係
を
築
い
て
き
た
。
大
学
生
で

あ
れ
ば
授
業
を
や
っ
て
い
る
教
室
・
サ
ー
ク
ル
の
部

室
・
バ
イ
ト
先
、
社
会
人
で
あ
れ
ば
職
場
・
な
じ
み
の

店
な
ど
に
足
を
運
ん
で
、
人
間
関
係
を
築
い
て
き
た
の

気
遣
い
に
拍
車
を
か
け
る

情
報
通
信
端
末

4

で
あ
る
。
そ
の
際
、
待
ち
合
わ
せ
で
も
し
て
い
な
い
か

ぎ
り
、
場
に
来
て
い
る
人
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
ず
、
人

び
と
は
赴
い
た
場
に
い
る
人
た
ち
と
交
流
す
る
こ
と
で

人
間
関
係
を
育
ん
で
い
っ
た
。

人
び
と
が
端
末
を
介
し
て
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
と

事
情
は
変
わ
る
。
た
と
え
ば
仮
に
、
ち
ょ
っ
と
時
間
が

で
き
て
誰
か
に
会
い
た
く
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
う
し

た
と
き
に
私
た
ち
が
ま
ず
行
う
の
は
、
場
に
赴
く
こ
と

で
は
な
く
、
手
持
ち
の
ケ
ー
タ
イ
や
ス
マ
ホ
を
つ
う
じ

て
一
緒
に
過
ご
す
相
手
を
探
す
こ
と
だ
。
ど
こ
に
行
く

か
決
め
る
の
は
一
緒
に
過
ご
す
相
手
が
決
ま
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。
端
末
を
介
し
た
人
づ
き
あ
い
が
一
般

的
に
な
る
と
、
一
緒
に
過
ご
す
相
手
の
確
保
が
最
優
先

に
な
り
、
場
は
従
属
的
に
つ
い
て
く
る
だ
け
に
な
る
の

だ
。場

が
主
体
の
人
間
関
係
と
端
末
が
主
体
の
人
間
関
係

で
は
、
結
び
つ
く
人
の
質
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。

場
が
主
体
の
人
間
関
係
で
は
、
人
は
ど
の
場
に
行
く
か

選
ぶ
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
場
に
い
る
人
を
選
ぶ
こ

と
は
で
き
な
い
。
極
端
に
言
え
ば
、
前
日
ケ
ン
カ
し
た

人
や
折
り
合
い
の
悪
い
人
が
場
に
来
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
端
末
を
介
し
た
人
間
関
係
は
、
そ

の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
極
力
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

場
と
関
係
な
く
人
間
関
係
を
一
元
的
に
管
理
で
き
る
情

報
通
信
端
末
を
使
え
ば
、
私
た
ち
は
会
い
た
い
人
と
直

接
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
は
、
暇
つ
ぶ

し
の
相
手
と
会
う
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
人
が
い
る
か

わ
か
ら
な
い
場
に
赴
く
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
こ
で
難
し
い
の
は
、
一
見
す
る
と
ス
ト
レ
ス

フ
リ
ー
な
端
末
を
介
し
た
人
間
関
係
に
は
、
か
え
っ
て

人
へ
の
気
遣
い
を
増
幅
さ
せ
る
仕
組
み
が
内
包
さ
れ
て

い
る
こ
と
だ
。

す
べ
て
の
人
が
端
末
を
介
し
て
人
と
つ
な
が
る
よ
う

に
な
る
と
、
人
間
関
係
は
よ
り
選
別
的
に
な
る
。
端
末

に
入
っ
た
交
友
関
係
の
リ
ス
ト
か
ら
会
い
た
い
人
を
選

ぶ
際
、
私
た
ち
は
当
然
な
が
ら
優
先
順
位
が
高
く
、

会
っ
て
く
れ
そ
う
な
人
か
ら
連
絡
を
す
る
だ
ろ
う
。
特

別
な
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、「
会
い
た
く
な
い
」
と

思
っ
て
い
る
人
と
わ
ざ
わ
ざ
連
絡
を
取
る
人
は
い
な
い
。

同
様
に
、
会
っ
て
く
れ
な
さ
そ
う
な
人
に
対
し
て
も
、

こ
ち
ら
が
よ
ほ
ど
「
会
い
た
い
」
と
感
じ
て
い
な
い
か

ぎ
り
連
絡
は
し
な
い
は
ず
だ
。
か
く
し
て
交
友
リ
ス
ト

の
優
先
順
位
の
低
い
人
は
つ
な
が
り
か
ら
、
自お

の

ず
と
排

除
さ
れ
て
ゆ
く
。

そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
選
別
で
き
る
の
は
自
分
だ
け

で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ケ
ー
タ
イ
、
ス
マ
ホ
な
ど
の

情
報
通
信
端
末
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
つ
う
じ
て
優

先
順
位
を
可
視
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
ず
前
者
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
端
末
を
も
っ
て
い

る
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い
。
私
も
あ
な
た
も
他
の
人

も
端
末
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
会
い
た
い
人
を
検
索
し
連

絡
を
取
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
つ
な
が
り
の
輪
か
ら
排
除

さ
れ
た
く
な
い
人
び
と
は
、
交
友
リ
ス
ト
の
上
位
に
入

る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
圧
力
は
他
者
に
配
慮

 

意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「
受
け
入
れ
」の
度
合
い

5

し
、
場
の
空
気
を
維
持
す
る
よ
う
私
た
ち
を
方
向
づ
け

る
。次

に
後
者
で
あ
る
。
情
報
通
信
端
末
は
今
ま
で
可
視

化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
細
部

を
一
気
に
暴
露
し
た
。
た
と
え
ば
交
流
の
履
歴
で
あ
る
。

端
末
の
な
い
時
代
は
誰
と
ど
の
く
ら
い
話
し
た
か
な
ど

は
明
確
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ケ
ー
タ
イ
、
ス
マ
ホ
は
、

私
た
ち
が
誰
か
ら
ど
の
く
ら
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
連
絡

を
も
ら
っ
た
の
か
を
明
示
し
て
し
ま
う
。
通
信
の
記
録

は
他
者
か
ら
の
受
け
入
れ
の
目
安
と
し
て
機
能
す
る
。

た
と
え
ば
誰
か
ら
も
連
絡
が
来
な
い
、
あ
る
い
は
、
連

絡
を
し
て
も
返
信
が
来
な
い
と
い
っ
た
状
況
は
、
私
た

ち
が
誰
か
か
ら
拒
否
さ
れ
て
い
る
事
実
を
わ
か
り
や
す

く
示
し
て
い
る
。

他
に
も
相
手
の
I
D
を
知
っ
て
い
る
か
、
ト
ー
ク
の

グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
る
か
、
ア
カ
ウ
ン
ト
を
フ
ォ

ロ
ー
さ
れ
て
い
る
か
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ

て
い
な
い
か
な
ど
、
相
手
か
ら
の
受
容
の
程
度
は
多
種

多
様
な
手
段
で
示
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
端
末
を
使
っ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
相
手
か
ら
の
受
容
度
を

高
め
る
よ
う
い
っ
そ
う
の
努
力
と
配
慮
を
求
め
ら
れ
る

の
だ
。
し
か
も
、
端
末
は
物
理
的
な
距
離
を
無
化
す
る

た
め
、
つ
な
が
り
の
輪
か
ら
離
れ
て
ホ
ッ
と
す
る
瞬
間

は
訪
れ
な
い
（
30
頁
図
4
）。 

こ
の
よ
う
な
事
態
を
打
開
す
る
た
め
に
、
私
が
提
唱

し
た
い
の
は
、
第
一
に
友
だ
ち
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ

今
、
も
う
一
度
「
場
の
力
」
を
見
直
す

6
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█図4：時にはスマホやケータイから離れる
ことで、ホッとできる

█図5：「友だち」の形にしばられず、気軽に
「場」へ足を運ぶ

石
田
光
規
（
い
し
だ
・
み
つ
の
り
）

1
9
7
3
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
。
東
京
都
立
大
学

大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
社
会
学
専
攻
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
博
士
（
社
会

学
）。
著
書
に
『
友
人
の
社
会
史
』（
晃
洋
書
房
）、『
孤
立
の
社
会
学
』『
つ
な
が
り

づ
く
り
の
隘
路
』（
以
上
、
勁
草
書
房
）
な
ど
多
数
。
近
著
に
『
友
だ
ち
が
し
ん
ど

い
が
な
く
な
る
本
』（
講
談
社
）、『「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
が
さ
み
し
い
』（
ち
く
ま
プ
リ

マ
ー
新
書
）、『「
友
だ
ち
」
か
ら
自
由
に
な
る
』（
光
文
社
新
書
）
な
ど
が
あ
る
。

と
、
第
二
に
「
場
の
力
」
を
再
生
す
る
こ
と
だ
。

「
結
果
と
し
て
の
友
だ
ち
」
の
時
代
、
友
だ
ち
は
〝
い

て
当
然
〟
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
居
合
わ
せ
た
人
と

多
く
の
交
流
を
積
み
重
ね
、
や
っ
と
授
か
る
の
が
友
だ

ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
誰
も
が
友
だ
ち

を
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
友
だ
ち
が
い
な

い
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
さ
ま
孤
立
に
陥
る
わ
け
で
も
な

か
っ
た
。

一
方
、
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
つ
な
が
り
が
流
動
化

し
た
現
代
社
会
で
は
、
孤
独
・
孤
立
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、

私
た
ち
は
競
っ
て
友
だ
ち
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
居
合
わ
せ
た
人
と
友
だ
ち
に
な
り
、
そ
の
状
況
を

続
け
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

私
た
ち
は
友
だ
ち
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
ま
ず
、
他
者

と
は
「
知
り
合
い
」
と
し
て
つ
な
が
り
、
そ
の
う
え
で

「
友
だ
ち
」
か
ど
う
か
は
時
間
を
か
け
て
判
断
す
れ
ば

よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
知
り
合
い
」
と
し
て
つ
な

が
っ
た
人
と
思
い
思
い
に
過
ご
せ
ば
よ
い
。

そ
の
際
に
は
、
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
場
の

力
」
の
再
生
が
重
要
に
な
る
。
つ
な
が
り
を
時
間
を
か

け
て
育
む
に
は
、
つ
な
が
る
き
っ
か
け
と
な
る
場
が
必

要
だ
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
構
え
な

く
て
も
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
れ
る
よ
う
な
場
で
あ
る
。
社

交
や
交
流
な
ど
を
前
面
に
押
し
出
し
す
ぎ
て
し
ま
う
と
、

か
え
っ
て
そ
こ
に
息
苦
し
さ
を
見
出
し
、
足
が
遠
の
い

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
何
か
や
る
こ

と
が
あ
り
、「
会
話
は
つ
い
で
」
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど

よ
い
。
そ
の
「
何
か
」
は
読
書
で
も
、
飲
食
で
も
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
環
境
保
全
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
私
た
ち
が
紡
ぐ
つ
な
が
り
は
、
相
手
へ
の

気
持
ち
の
み
で
維
持
で
き
る
ほ
ど
強
く
は
な
く
、
定
期

的
に
会
う
機
会
や
口
実
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
続
い
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
交
流
や
会
話
の
他
に
目
的
が
あ
っ
た
ほ

う
が
、
そ
の
場
に
赴
く
口
実
を
つ
く
り
や
す
く
な
る
し
、

日
常
で
の
つ
き
合
い
が
何
と
な
く
し
ん
ど
い
と
い
う

ケ
ー
ス
で
も
、
そ
う
い
う
場
を
ひ
と
つ
も
っ
て
い
る
こ

と
で
、
気
分
は
楽
に
な
る
。

現
代
は
、
特
定
の
場
よ
り
も
む
し
ろ
、
特
定
の
人
と

強
い
つ
な
が
り
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
友
だ

ち
」
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
つ

な
が
り
に
し
ば
ら
れ
ず
、
も
っ
と
気
軽
に
「
場
」
に
足

を
運
び
つ
つ
緩
や
か
に
人
と
つ
な
が
る
こ
と
が
重
要
だ

（
図
5
）。

そ
の
よ
う
な
場
を
社
会
に
用
意
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好

み
の
距
離
感
で
人
と
接
し
て
ゆ
く
。
友
だ
ち
に
な
り
た

い
人
は
そ
う
な
れ
ば
よ
い
。
仮
に
居
合
わ
せ
た
人
と
友

だ
ち
に
な
ら
な
く
と
も
、
場
が
あ
る
程
度
の
共
同
性
は

担
保
し
て
く
れ
る
。
社
交
や
交
流
を
意
識
せ
ず
と
も
居

続
け
ら
れ
、
友
だ
ち
が
で
き
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
で
き

な
い
と
き
も
あ
る
。
つ
な
が
り
へ
の
不
安
が
拡
大
し
、

相
手
の
気
持
ち
を
過
剰
に
気
に
す
る
社
会
で
は
、
そ
の

よ
う
な
場
が
必
要
で
あ
る
。

近
年
、
孤
独
・
孤
立
問
題
を
検
討
す
る
行
政
や

N
P
O
界
隈
で
は
「
居
場
所
ブ
ー
ム
」
と
言
っ
て
も
よ

い
ほ
ど
、
居
場
所
の
必
要
性
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。
行

く
場
所
も
つ
き
合
う
人
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
現
代
社

会
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
で
き
る
場

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
内
容
を
少
し
視
点
を
変
え
て

考
え
て
み
た
い
。

最
後
に
―
―

「
う
ま
く
ひ
と
り
に
な
る
こ
と
」の
重
要
性
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私
は
、
孤
独
・
孤
立
に
つ
い
て
専
門
的
に
研
究
し
て

い
る
が
、
こ
の
分
野
で
は
基
本
的
に
孤
独
や
孤
立
を

「
悪
い
も
の
」
と
見
な
す
。
実
際
の
研
究
を
見
て
も
、

孤
独
や
孤
立
が
心
身
に
悪
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
社
会
に

分
断
を
招
き
や
す
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
点
を
指
摘
す
る
と
、
た
い
て
い
「
ひ
と
り
で

い
る
こ
と
の
、
何
が
悪
い
の
か
」「
孤
独
も
悪
い
こ
と

ば
か
り
で
は
な
い
」
と
い
う
反
論
を
受
け
る
。
た
し
か

に
、
友
だ
ち
の
輪
か
ら
離
れ
て
ひ
と
り
に
な
る
こ
と
で
、

自
分
自
身
を
じ
っ
く
り
見
つ
め
直
し
た
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
新
た
な
気
づ
き
を
得
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

る
の
は
間
違
い
な
い
。

重
要
な
点
は
、「
研
究
者
の
指
摘
す
る
孤
独
・
孤
立
」

と
「
そ
れ
に
反
対
す
る
人
が
述
べ
る
孤
独
・
孤
立
」
は

違
う
と
い
う
こ
と
だ
。

研
究
者
の
多
く
は
、
孤
独
・
孤
立
を
測
定
す
る
際
に
、

か
な
り
厳
密
な
基
準
を
用
い
る
。
た
と
え
ば
、
身
の
回

り
に
自
ら
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
お
ら
ず
、
さ
み
し

い
思
い
を
し
て
い
る
（
孤
独
感
が
強
い
）、
身
の
回
り
に

頼
れ
る
人
が
誰
も
い
な
い
（
孤
立
）
と
い
っ
た
測
定
方

法
だ
。
こ
の
よ
う
に
測
定
し
た
場
合
、
孤
独
・
孤
立
は

心
身
に
悪
い
影
響
を
及
ぼ
す
、
社
会
的
に
「
恵
ま
れ
な

い
」
人
ほ
ど
孤
立
し
や
す
い
と
い
っ
た
結
果
に
な
る
。

一
方
、
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
人
た

ち
の
多
く
は
、「
社
会
と
の
接
点
を
保
ち
つ
つ
も
、
ひ

と
り
に
な
る
こ
と
も
大
事
だ
」
と
し
て
、「
ひ
と
り
」

の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
の
孤
独
・
孤
立
は
、

「
何
か
と
確
固
た
る
つ
な
が
り
を
確
保
し
た
う
え
で
の

ひ
と
り
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
ふ
た
つ
の
言
説
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、「
う
ま

く
ひ
と
り
に
な
る
こ
と
」
の
重
要
性
だ
。
こ
こ
ま
で
論

じ
て
き
た
よ
う
に
、「
友
だ
ち
」
と
い
う
枠
組
み
に
囚

わ
れ
す
ぎ
て
し
ま
う
と
、
う
ま
く
ひ
と
り
に
な
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
孤
立
を
恐
れ
て
「
み
ん
な
」
に
す
り

寄
っ
た
り
、「
み
ん
な
」
と
い
る
こ
と
に
疲
れ
て
つ
な

が
り
を
否
定
し
た
り
す
る
か
ら
だ
。

逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
う
ま
く
ひ
と
り
に
な
る
に
は
、

そ
の
周
り
の
「
何
か
」
と
つ
な
が
っ
て
お
く
必
要
が
あ

る
。「
何
か
」
と
の
確
固
た
る
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
怖
が
る
こ
と
も
な
く
、
ひ
と
り
に
も
な
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。
そ
の
つ
な
が
り
は
、
家
族
や
友
だ
ち

と
は
限
ら
な
い
し
、
こ
こ
で
言
う
「
場
」
と
い
う
の
も
、

よ
り
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
に
な
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法
や
心
理
に
関
す
る
言

説
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

こ
だ
わ
る
よ
り
も
、
も
う
少
し
気
軽
に
人
と
つ
き
合
っ

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
―
―
今
の
若
い
人
を
見
て

い
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
る
。
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近
年
、
日
本
に
お
い
て
「
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
」
が
注
目

さ
れ
て
い
る
。
中
央
省
庁
の
レ
ポ
ー
ト
に
紹
介
さ
れ
、

企
業
や
自
治
体
の
取
り
組
み
も
増
え
て
い
る
。
そ
も
そ

も
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
と
は
何
か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
今
注
目

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
初
め
て
こ
の
言
葉
を
聞
く

方
も
そ
れ
な
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
想
定
の
も
と
、

ラ
ボ
が
盛
ん
な
北
欧
に
在
住
し
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
を
研

究
し
て
い
る
筆
者
の
視
点
で
、
ま
ず
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
と

は
何
か
を
解
説
し
、
海
外
お
よ
び
日
本
で
の
事
例
、
そ

し
て
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
実
践
の
手
引
き
と
今
後
の
期
待
さ

れ
る
展
開
に
つ
い
て
記
し
て
い
く
。

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
と
は
、「Living

（
暮
ら
し
）」
と

「Lab
（
実
験
室
）」
を
組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
、「
生
活

者
視
点
に
立
っ
た
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
や
商
品
を
生
み
出

す
場
所
」、「
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ユ
ー
ザ
ー

や
市
民
が
生
活
す
る
場
で
行
う
共
創
活
動
や
そ
の
活
動

拠
点
」
な
ど
の
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

現
在
、
誰
も
が
合
意
す
る
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
定
義
と
い

う
も
の
は
な
い
が
、
筆
者
は
、「
北
欧
の
参
加
型
デ
ザ

イ
ン
手
法
の
一
つ
で
あ
り
、
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て

実
生
活
の
環
境
で
行
う
、
ト
ラ
イ
ア
ル
ア
ン
ド
エ
ラ
ー

（
挑
戦
と
失
敗
）
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
手
法
で
あ
り
場
で

あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
高
齢
者
対
策
・
ヘ
ル
ス
ケ

ア
分
野
・
ま
ち
づ
く
り
・
地
域
産
業
の
育
成
・
移
民
対

策
な
ど
あ
ら
ゆ
る
社
会
課
題
に
対
し
、
当
事
者
が
そ
の

解
決
に
向
け
て
の
デ
ザ
イ
ン
に
関
わ
り
、
デ
ザ
イ
ナ
ー

や
そ
の
ほ
か
関
連
各
所
が
一
緒
に
な
っ
て
、
適
切
な

サ
ー
ビ
ス
や
製
品
を
構
築
し
て
い
く
仕
組
み
づ
く
り
を

志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
重
要
と
考
え
る
視
点
は
、
①
実
生
活
の
場
、

②
マ
ル
チ
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
、
③
オ
ー
プ
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
3
つ
で
あ
る
。

①
実
生
活
の
場

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
は
、
実
生
活
の
場
で
行
わ
れ
る
。
実

生
活
の
場
と
は
、
人
々
が
日
常
生
活
を
営
む
場
所
で
あ

る
自
分
の
家
や
近
所
、
職
場
な
ど
で
あ
る
。
リ
ビ
ン
グ

ラ
ボ
が
実
生
活
の
場
を
重
視
す
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。

人
は
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
（
文
脈
、
背
景
）
に
よ
っ

て
捉
え
方
や
行
動
が
変
化
す
る
か
ら
だ
。
実
際
の
生
活

の
場
で
発
生
し
う
る
計
算
が
困
難
か
つ
複
雑
な
イ
ン
タ

ラ
ク
シ
ョ
ン
（
相
互
作
用
）
や
変
化
を
受
け
入
れ
な
が

③
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

「
多
様
な
人
た
ち
と
共
に
創
り
上
げ
る
（
共
創
）」
と

い
う
民
主
主
義
的
な
思
想
を
支
援
す
る
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ

は
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
。
近
年
の

研
究
で
、
多
様
性
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
と

い
う
視
点
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
だ
ろ
う

か
。
現
代
社
会
に
お
い
て
1
人
が
一
生
の
う
ち
に
獲
得

で
き
る
知
識
に
は
限
界
が
あ
り
、
複
雑
化
す
る
技
術
・

社
会
・
文
化
・
経
済
の
課
題
に
取
り
組
む
に
は
、
協
調

作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
［
＊
3
］、
創
造
性
や
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
分
野
、
文
化
の
境
目
で
、
創
造
的
カ

オ
ス
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
誕
生
す
る
こ
と
［
＊
4
］

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
同
様
の
視
点
を
、
専
修
大

学
の
上
平
崇
仁
教
授
も
自
著
［
＊
5
］
で
「
潮
境
」
と
い

う
言
葉
を
使
い
「
も
の
ご
と
や
領
域
が
交
わ
り
合
う
場

所
に
は
、
異
な
る
人
々
が
乗
り
入
れ
る
こ
と
で
そ
こ
に

価
値
が
生
ま
れ
連
鎖
的
な
出
来
事
が
起
こ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
多
く
の
魚
は
潮
目
に
集
ま
り
、
多

く
の
ひ
ら
め
き
は
分
野
の
境
目
で
起
こ
る
の
で
あ
る
。

分
野
や
文
化
的
背
景
の
違
う
者
た
ち
が
集
い
協
調
作
業

を
行
う
こ
と
は
、
語ご

彙い

、
も
の
の
見
方
、
規
則
、
手
順
、

常
識
の
違
い
な
ど
か
ら
、
意
思
の
疎
通
を
図
る
の
が
困

難
で
衝
突
は
避
け
ら
れ
な
い
が
［
＊
6
］、
困
難
は
予
想

さ
れ
て
も
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
と
な
り
得
る
。
リ

ビ
ン
グ
ラ
ボ
は
、
多
く
の
多
様
な
人
た
ち
と
共
有
で
き

る
価
値
を
模
索
し
な
が
ら
未
来
を
創
っ
て
い
く
民
主
的

な
場
で
あ
り
、
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ

は
、
主
体
的
な
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
想
い
や
意
志
を

持
っ
て
い
る
人
は
誰
も
が
ア
イ
デ
ア
を
試
し
て
み
る
こ

ら
、
長
期
的
な
視
点
で
サ
ー
ビ
ス
や
技
術
、
社
会
の
仕

組
み
と
い
っ
た
モ
ノ
や
コ
ト
を
模
索
し
、
み
ん
な
で
社

会
を
創
っ
て
い
く
場
で
あ
り
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
リ
ビ
ン

グ
ラ
ボ
な
の
で
あ
る
。

②
マ
ル
チ
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
は
、
多
様
な
ス
テ
ー
ク
（
利
害
）
を

持
っ
た
人
た
ち
が
集
い
、
課
題
解
決
に
取
り
組
む
た
め

の
方
法
論
で
あ
る
。
社
会
で
は
、
産
業
・
公
共
・
研
究

者
・
市
民
（
産
官
学
民
）
と
い
っ
た
人
た
ち
が
集
う
。

こ
う
し
た
多
様
な
人
た
ち
の
意
見
を
調
整
す
る
こ
と
は

面
倒
な
こ
と
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
様
性
を
受
け
入

れ
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
取
り
組
む
こ
と
は
、
当
事
者
意

識
を
醸
成
し
［
＊
1
、
2
］、
遠
回
り
に
見
え
た
と
し
て
も

社
会
を
変
え
、
未
来
を
創
る
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
理
に

か
な
っ
た
方
法
な
の
で
あ
る
。
社
会
を
構
成
す
る
大
多

数
の
人
々
の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
の
転
換
を
引
き
起
こ
す

に
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
集
ま
る
人
た
ち
は
誰
で
も
良
い
わ
け
で
は
な
く

多
様
な
視
点
を
包
括
す
る
必
要
が
あ
り
、
何
を
お
い
て

も
「
当
事
者
」
は
絶
対
欠
か
せ
な
い
。
今
ま
で
、
課
題

に
直
面
し
て
い
る
は
ず
の
当
事
者
は
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
見
過
ご
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
高
齢
者
向
け
の

サ
ー
ビ
ス
構
築
に
、
高
齢
者
が
意
見
を
言
う
機
会
は
少

な
く
、
移
民
支
援
ツ
ー
ル
の
構
築
に
移
民
が
加
わ
る
こ

と
は
珍
し
い
。
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会

で
排
除
さ
れ
が
ち
な
当
事
者
に
舵
取
り
を
任
せ
、
参
加

す
る
枠
組
み
を
提
供
す
る
。

1    

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
と
は

と
が
で
き
る
場
所
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
。

2    

北
欧
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
事
例

そ
れ
で
は
、
実
際
に
筆
者
が
関
わ
っ
て
い
る
デ
ン

マ
ー
ク
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ガ
レ
ー

ジ
（D

em
okrati G

arage

）」
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ガ
レ
ー
ジ
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン

市
の
自
動
車
修
理
工
場
エ
リ
ア
の
再
開
発
に
伴
い
、
設

立
さ
れ
た
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
だ
。「
社
会
に
役
立
つ
場
を

つ
く
ろ
う
」
と
呼
び
か
け
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ア
ド
ボ

カ
シ
ー
［
＊
7
］
N
P
O
「W

e D
o D
em
ocracy

」
が
中

心
と
な
り
、
市
民
を
集
め
て
6
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
実
施
し
て
議
論
を
重
ね
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
市
へ
の

提
案
書
を
提
出
。
民
主
主
義
を
地
域
や
住
民
に
広
め
、

企
業
の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
や
企
業
を
軸
と
す
る
経
済
活

動
に
民
主
主
義
の
考
え
を
埋
め
込
む
こ
と
を
目
的
と
す

る
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
と
し
て
2
0
2
0
年
に
設
置
さ
れ
た
。

修
理
工
場
の
ガ
レ
ー
ジ
を
活
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
・
ガ
レ
ー
ジ
の
普
段
の
活
動
は
、
主
に
イ

ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
支
援
を
行
う
こ
と
だ
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
推
進
す

る
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
・
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

（C
ooperative O

rganization

）
を
基
盤
と
す
る
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
オ
フ
ィ
ス
が
入
り
、
起
業
家
を
支
援

す
る
弁
護
士
・
会
計
士
な
ど
が
出
入
り
す
る
。
だ
が
、

こ
こ
は
そ
う
し
た
人
た
ち
だ
け
が
使
う
場
所
で
は
な
い
。

市
民
や
政
治
家
や
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
や
親
や
子
ど
も
、

移
民
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
ど
が
集
い
、
み
ん
な
で
一
緒

北
欧
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ 

―
―
当
事
者
を
巻
き
込
む
、未
来
づ
く
り
の
場
と
は

特
集

Y
asuoka M

ika

安
岡
美
佳

﹇
北
欧
研
究
所
代
表
﹈

北
欧
で
は
1
9
7
0
年
代
以
降
、
政
府
・
企
業
・
市
民
な
ど
の
利
害
関
係
者
を
巻
き
込
み
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
課
題
解
決
に
取
り
組
む
「
参
加
型
デ
ザ
イ
ン
」が
実
践
さ
れ
て
い
る
。

近
年
で
は
参
加
型
の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
場
と
し
て
「
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
」
が
広
が
っ
て
お
り
、

日
本
で
も
設
置
す
る
企
業
や
自
治
体
が
増
え
て
き
て
い
る
。

こ
の
新
し
い
手
法
に
つ
い
て
、
北
欧
に
在
住
し
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
研
究
と
実
践
に
あ
た
っ
て
い
る
安
岡
美
佳
氏
に
解
説
を
い
た
だ
く
。

場
づ
く
り
の
そ
の
先
へ
︱︱
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て
い
く
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新興住宅群の一角の、古い工場跡を活用した「デモクラシー・ガレージ」。

█図1：デモクラシー・ガレージの入り口の様子

幅広い年代の人々が参加し、未来型図書館の新たな機能やサービスについてアイデア
を出し合う。写真提供／小松市

█図2：こまつリビングラボのワークショップ に
民
主
主
義
に
関
わ
る
活
動
や
勉
強
会
、
討
論
会
、
イ

ベ
ン
ト
に
頻
繁
に
参
加
す
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ガ

レ
ー
ジ
は
、
誰
も
が
訪
問
で
き
る
オ
ー
プ
ン
な
公
共
ス

ペ
ー
ス
で
あ
り
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
的
確
に
伝
え
る

こ
と
で
、
活
発
な
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
空
間
を
作
り
出
し
て

い
る
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
集
う
オ
フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス
、

外
部
組
織
や
地
域
住
民
と
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
実
施

で
き
る
広
め
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
以
外
に
も
、
コ

ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
も
っ
と
も
美
味
し
い
と
評
価
さ
れ
る

ピ
ザ
を
出
す
カ
フ
ェ
が
併
設
さ
れ
て
お
り
、
特
に
民
主

主
義
に
特
別
の
こ
だ
わ
り
や
興
味
が
な
く
て
も
多
く
の

人
が
訪
れ
る
。
民
主
主
義
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
知
り
合
い
が
い
な
い
な
ど
で
二
の
足
を
踏
む
こ

と
は
多
い
だ
ろ
う
が
、
入
り
口
は
広
く
開
放
的
で
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
の
ゲ
ー
ト
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、

入
り
口
付
近
の
掲
示
板
に
は
イ
ベ
ン
ト
情
報
が
共
有
さ

れ
、
立
て
看
板
に
は
、
全
て
の
人
を
歓
迎
す
る
旨
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
お
り
、
少
し
覗
い
て
み
よ
う

か
、
と
思
わ
せ
る
仕
掛
け
で
溢
れ
て
い
る
（
図
1
）。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ガ
レ
ー
ジ
は
、「
民
主
主
義
」
と

い
う
形
に
し
に
く
い
コ
ン
セ
プ
ト
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、

ひ
い
て
は
社
会
に
い
か
に
根
付
か
せ
る
か
と
い
う
課
題

に
対
し
、
現
代
社
会
に
即
し
た
民
主
主
義
の
形
を
模
索

す
る
コ
ト
づ
く
り
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
で
あ
る
。
N
P
O

の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
か
ら
発
生
し
て
い
る
が
、
地
域
の
自

治
体
や
産
業
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
起
業
家
た
ち
、
地
域

住
民
と
の
共
創
に
よ
っ
て
場
が
運
営
さ
れ
て
い
る
。
市

民
の
対
話
や
議
論
を
通
じ
て
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
、
そ

の
ア
イ
デ
ア
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
や
自
治
体
、

N
P
O
ら
が
実
践
し
て
み
る
こ
と
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
実
践
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
、
コ
モ
ン

ズ
で
あ
る
。
だ
が
、
単
な
る
「
場
所
」
で
は
な
く
、
場

が
生
み
出
す
魂
が
宿
る
場
所
、
ア
イ
デ
ア
が
ス
パ
ー
ク

す
る
場
、
そ
し
て
、「
民
主
主
義
の
実
践
」
と
い
う
大

き
な
力
に
惹
か
れ
て
老
若
男
女
が
集
ま
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

3    

日
本
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
事
例

近
年
、
日
本
に
も
興
味
深
い
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
が
た
く

さ
ん
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
筆
者
が
注

目
し
て
い
る
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
一
つ
、
石
川
県
小
松
市

の
「
未
来
型
図
書
館
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
」［
＊
8
］
を
紹
介

し
よ
う
。

2
0
2
1
年
に
当
選
し
た
宮
橋
勝
栄
市
長
が
公
約

と
し
て
掲
げ
た
次
世
代
の
ま
ち
づ
く
り
の
核
と
な
る
新

し
い
図
書
館
建
設
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
で
は
な
く
、
市

民
と
共
に
考
え
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
声
を
取
り
上
げ
な

が
ら
共
創
す
る
図
書
館
を
つ
く
り
上
げ
る
も
の
と
し
て
、

今
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
手
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、

2
0
2
3
年
。
官
民
連
携
手
法
の
調
査
・
検
討
を
し

た
結
果
、
青
山
学
院
大
学
で
図
書
館
情
報
学
を
研
究
す

る
野の

末ず
え

俊と
し

比ひ

古こ

教
授
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
迎

え
、「
未
来
型
図
書
館
を
共
に
創
る
！
こ
ま
つ
リ
ビ
ン

グ
ラ
ボ
」
が
始
動
し
た
。
同
年
度
に
は
、
多
様
な
市
民

が
参
加
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
5
回
開
催
。
図
書
館

の
担
う
べ
き
役
割
に
つ
い
て
追
求
し
た
り
、
図
書
館
の

ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
検
討
し
た
り
、
図
書
館
と
周
辺
施
設
の

連
携
を
考
え
た
り
と
、
グ
ル
ー
プ
で
の
対
話
を
通
じ
て

自
由
に
ア
イ
デ
ア
を
出
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
何
を

行
う
べ
き
か
を
検
討
し
た
。
ち
な
み
に
、
筆
者
も
こ
ち

ら
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
に
途
中
か
ら
関
わ
る
こ
と
に
な
り
、

小
松
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
を
よ
り
深
く
知
る
よ
う
に
な
っ
た

（
図
2
）。

2
0
2
4
年
、
未
来
型
図
書
館
の
実
現
に
向
け
て
、

新
た
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
旧
来
の

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
は
な
く
、
市
民
と
の
共
創
に
よ
っ
て

進
め
ら
れ
る
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
市
長
と
行
政
、

市
民
が
一
体
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
る
新
し
い
公
共
の
形

に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
進
め
方
に
リ
ビ

ン
グ
ラ
ボ
の
手
法
は
適
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
特
に
、

小
松
市
で
う
ま
く
進
め
ら
れ
て
い
る
要
因
も
あ
る
と
考

え
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
3
点
挙
げ
た
い
。

①�

自
律
し
た
市
民

元
々
、
住
民
が
地
域
活
動
に
活
発
な
エ
リ
ア
な
の
だ

ろ
う
か
、
歴
史
的
に
社
会
の
自
治
の
仕
組
み
が
整
え
ら

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
な
ぜ
か
」
は
、
明
確

に
掘
り
下
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
リ
ビ
ン
グ
ラ

ボ
で
重
視
さ
れ
る
当
事
者
意
識
を
持
っ
た
市
民
が
多
い
。

市
民
が
緩
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
、
多
く
の

活
動
が
自
治
体
と
密
に
連
携
し
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
活
動
は
、
公
民
館
や
祭
り
や
学
区
や
図
書
館

を
軸
に
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
的
な
学
び
と
実
験
と
実
践
を

展
開
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
市
に
寄
贈
さ
れ
た
書
籍

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
元
に
記
念
図
書
館
が
設
置
さ
れ
、
そ

の
寄
贈
本
に
喜
ん
だ
市
民
た
ち
が
保
存
会
を
つ
く
っ
た
。

そ
し
て
、
公
共
図
書
館
の
司
書
と
市
民
の
集
ま
り
で
あ

る
保
存
会
が
協
力
し
、
イ
ベ
ン
ト
や
外
部
講
師
を
招し

よ
う

聘へ
い

し
た
勉
強
会
を
実
施
し
て
い
る
。

②
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン

2
0
2
1
年
に
宮
橋
市
長
が
公
約
と
し
て
「
未
来
型

図
書
館
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
た
。
そ
の
ビ
ジ
ョ

ン
に
基
づ
い
た
3
ヶ
年
施
策
が
つ
く
ら
れ
、
調
査
、
分

析
、
実
施
が
堅
実
に
実
施
さ
れ
、
3
年
間
で
確
実
に
実

績
を
積
み
上
げ
て
き
た
。
調
査
や
研
究
（
拡
散
思
考
、

ブ
レ
ス
ト
）
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
堅
実
に
実
施

し
、
そ
の
結
果
を
報
告
書
に
ま
と
め
る
、
調
査
し
て
良

い
と
思
っ
た
試
み
を
、
次
々
に
展
開
す
る
な
ど
次
の
実

践
に
繋
げ
て
い
る
。
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
可
視
化
し

て
報
告
し
、
関
心
を
持
っ
た
市
民
が
活
動
に
参
加
す
る

と
い
う
好
循
環
も
見
ら
れ
る
。

③
想
い
と
参
加

想
い
を
持
っ
た
人
が
動
き
、
具
現
化
で
き
る
環
境
が

整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
市
長
が
、
前
述
の
よ
う
な

確
固
と
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
機
動
力
を
持
っ
て
前
進
し
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
市
長
が
関
心
を
持
っ
て
リ
ー
ド
し
て
い
る
と
い

う
ダ
イ
ア
ロ
グ
は
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
（
参
加
型
デ
ザ
イ

ン
）
を
実
施
す
る
際
の
基
盤
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の

行
政
職
員
が
自
律
的
に
考
え
を
ま
と
め
、
物
お
じ
せ
ず

に
実
施
す
る
力
が
あ
り
、
年
次
な
ど
で
制
約
さ
れ
な
い

フ
ラ
ッ
ト
に
意
見
が
言
え
る
環
境
が
あ
る
。
な
に
よ
り

も
、
多
く
の
活
動
が
市
民
主
導
で
始
め
ら
れ
て
お
り
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
も
、
忌き

憚た
ん

な
い
意
見
が
次
々

に
飛
び
交
う
な
ど
、
参
加
者
が
、
場
に
心
理
的
安
全
性

を
感
じ
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。

4    

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
実
践

筆
者
は
、
過
去
15
年
ほ
ど
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
研
究

を
通
し
て
、
日
本
で
も
北
欧
で
も
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
を

実
践
す
る
際
の
障
壁
や
つ
ま
ず
く
き
っ
か
け
は
、
そ
れ

ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。「
市
民
に
ど
う
参

加
し
て
も
ら
う
の
か
」「
ど
の
よ
う
に
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ

を
継
続
さ
せ
る
の
か
」「
活
動
資
金
を
ど
う
す
る
の
か
」。

悩
み
の
大
半
は
、
全
世
界
共
通
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

少
し
早
く
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
に
取
り
組
み
模
索
し
知
見
を

蓄
積
し
て
き
た
北
欧
か
ら
私
た
ち
が
学
べ
る
こ
と
は

多
々
あ
る
。

そ
の
知
見
を
日
本
に
も
届
け
よ
う
と
、
筆
者
ら
は
、

今
ま
で
幾
つ
か
の
試
み
を
し
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
、

2
0
1
7
年
に
行
っ
た
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
の
作
成
で
あ
る
。
一
見
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
よ

う
に
見
え
る
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
理
解
を
助
け
る
た
め
、

必
要
な
心
構
え
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
も
の
だ
。
リ
ビ

ン
グ
ラ
ボ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、
北
欧
お
よ
び
日
本
の

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
研
究
者
50
名
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

を
行
い
抽
出
し
た
8
つ
の
「
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
実
施
の
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█図3：リビングラボのマニフェスト█図5：リビングラボを成功に導くコツ

1
日常生活の一部である
毎日の生活や社会システムに組み込まれている。
そこでは当事者が自分ごととして関わっている。

2
参加者が集まる必然性
ニーズがあるから集まる。
無理やり連れてくるのではない。

3
対話の場
多様な意見を出し合い、
合意点を見つけていく民主的な場。

4
トライアルアンドエラー
ラボなので発想と創造が日常である。
ラボとしてうまくいくことがあれば失敗することもある
が、実験場（ラボ）なので、失敗も新しい試みも許容
される。

5
エビデンスベース
ラボなのでデータを重視する。データをベースにした分析
と改良のサイクルと科学的分析・評価が反復的に繰り返さ
れる。

6
長期視点
単発のワークショップで終わらない。プロジェクト資金が切
れても終わらない。仕組みを作り上げ、経済的・組織的に
自立する。

7
新陳代謝が見られる
アンテナ高い系や熱血系リーダーだけではなく、リードす
る人を支えたり、ちょっと関心があるだけの辺境人が無理
なく遠慮なくいられる空間。

8
マインドセットの変容
新しいデータや発見があり、今までの自分の常識が揺らぎ、
覆され、日々成長する場である。

議論のための可視化

「問題となっている状況」「思いついたアイデア」「議
論している内容」などを、絵、図で表現しながら
議論・対話し、可視化する

●多様な参加者が共通認識を持つことができ、コ
ミュニケーションの齟齬がなくなる

●検討の抜け漏れが減り、より網羅的な問題分析
やアイデア創出が可能になる

Key action ―コツ

Results―結果

█図4：リビングラボの手引き

参加のハードルをさげる

参加者の誰もが議論に加わりやすくなるような工
夫をする
たとえば、議論のテーマに関連する写真をそれぞ
れ撮影してもらい、写真についてあれこれ話し合う

（発言のとっかかりをつくる）
ほかに「ルールを単純化する」「中立なファシリテー
ターを用意する」など

● 多様な参加者の多様な意見を吸い上げることが
できる

●参加者の裾野が広がる
●声が小さい人にも活躍してもらえるようになる

Key action―コツ

Results―結果

安
岡
美
佳
（
や
す
お
か
・
み
か
）

北
欧
研
究
所
代
表
。
東
京
都
出
身
。
専
門
は
、
社
会
で
使
わ
れ
る
I
C
T
と
そ
の
デ

ザ
イ
ン
。
近
年
は
電
子
政
府
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の

I
C
T
手
法
（
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
）
に
注
力
す
る
。
京
都
大
学
大
学
院
情
報
学
研
究
科

修
士
、
東
京
大
学
工
学
系
先
端
学
際
工
学
専
攻
を
経
て
、
2
0
0
9
年
に
コ
ペ
ン
ハ
ー

ゲ
ン
I
T
大
学
博
士
取
得
。コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
I
T
大
学
ア
シ
ス
タ
ン
ト
プ
ロ
フ
ェ
ッ

サ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
工
科
大
学
リ
サ
ー
チ
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
を
経
て
2
0
2
0
年
ロ
ス
キ

レ
大
学
准
教
授
。
デ
ン
マ
ー
ク
と
日
本
の
2
拠
点
で
、
研
究
活
動
を
行
う
。
国
際
大

学 G
LO

C
O
M

 

お
よ
び
一
橋
大
学
客
員
研
究
員
、JETRO

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
。

鍵
」（
図
3
）
で
あ
る
。
北
欧
で
機
能
し
て
い
る
リ
ビ
ン

グ
ラ
ボ
を
観
察
・
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
の
8
つ
の
特

徴
が
自
然
と
育
ま
れ
る
仕
組
み
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

2
0
1
8
年
に
は
、
N
T
T
研
究
所
の
研
究
員
（
当

時
）
と
の
共
同
研
究
で
「
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
手
引
き
」

を
作
成
し
た
。
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
手
引
き
は
、
日
本
と

北
欧
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
研
究
者
・
実
践
者
か
ら
集
め

た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
30
個
の
コ
ツ
に
ま
と
め
、
パ
タ
ー
ン
ラ

ン
ゲ
ー
ジ
と
し
て
図
解
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
4
）。
そ

れ
ぞ
れ
の
コ
ツ
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
や
イ
ラ
ス
ト
、
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
図
5

の
「
議
論
の
た
め
の
可
視
化
」
は
、
誰
も
が
同
じ
イ

メ
ー
ジ
を
描
け
る
よ
う
に
、
単
な
る
言
葉
だ
け
の
議
論

に
終
始
し
な
い
よ
う
に
、
絵
や
図
の
形
式
で
表
現
す
る

と
い
う
コ
ツ
で
あ
る
。
ま
た
、「
参
加
の
ハ
ー
ド
ル
を

さ
げ
る
」
と
し
て
、
対
話
に
不
慣
れ
な
参
加
者
が
議
論

に
入
り
や
す
い
よ
う
な
ル
ー
ル
を
設
置
す
る
な
ど
の
コ

ツ
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
今
ま
で
の
知
見
を
研
究

者
・
実
践
仲
間
と
一
緒
に
書
籍
に
ま
と
め
た
り
、
ツ
ー

ル
を
提
案
す
る
試
み
も
進
行
中
で
あ
る
。

こ
れ
ら
、
過
去
数
年
の
研
究
で
筆
者
ら
が
模
索
し
て

き
た
の
は
、
日
本
で
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
を
実
施
す
る
際
の

始
め
方
や
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
、
そ
し
て
成
功
の
ポ
イ
ン

ト
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
。

ま
た
、
2
0
2
3
年
か
ら
、
産
業
技
術
総
合
研
究

所
の
赤
坂
文
弥
氏
を
筆
頭
に
、
秋
山
弘
子
氏
（
東
京
大

学
）、中
谷
桃
子
氏（
東
京
工
業
大
学
）、
南
部
隆
一
氏

（Actant,  Inc.

）
と
私
で
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
「
リ
ビ

ン
グ
ラ
ボ
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー（Living Lab Laboratory 

Japan,LLL

）」［
＊
9
］
を
開
始
し
た
。
L
L
L
で
は
、
既

存
の
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
理
論
や
考
え
方
、
お
よ
び
、
こ

れ
ま
で
の
日
本
で
の
経
験
や
実
践
を
整
理
・
再
解
釈
し
、

日
本
の
社
会
文
化
的
な
文
脈
に
合
わ
せ
た
リ
ビ
ン
グ
ラ

ボ
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
日
本
で
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
を
実
践
し
て
い
る
、
も
し

く
は
、
こ
れ
か
ら
実
践
す
る
だ
ろ
う
方
々
が
広
く
参

照
・
活
用
で
き
る
よ
う
な
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
理
論
や

手
法
、
ツ
ー
ル
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
構
築
を
進
め
、

創
出
し
た
成
果
物
（
手
法
や
ツ
ー
ル
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な

ど
）
を
、
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
・
利
用
可
能
な
「
コ
モ
ン

リ
ソ
ー
ス
」
と
し
て
、
公
開
・
発
信
し
て
い
く
予
定
だ
。

こ
の
活
動
を
通
し
、
日
本
国
内
の
様
々
な
リ
ビ
ン
グ
ラ

ボ
実
践
者
の
活
動
を
下
支
え
す
る
た
め
の
「
イ
ン
フ

ラ
」
を
構
築
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

5    

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
今
後
の
展
望

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
は
、
生
活
の
場
で
の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
践
と
そ
の
場
と
し
て
多
く
の
潜
在
的

な
可
能
性
を
持
つ
、
今
ま
で
に
な
い
素
晴
ら
し
い
手

法
・
仕
組
み
で
あ
る
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
、

社
会
を
変
化
さ
せ
る
力
を
秘
め
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
は
、
複
雑
か
つ
不
確
実
性
が
高
ま
る
現

代
社
会
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
し
、
個

人
的
に
も
、
今
の
社
会
に
お
い
て
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
は

注
目
に
値
す
る
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
リ
ビ
ン
グ
ラ

ボ
が
万
能
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
不
可
欠
な
仕
組
み
が
内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
た
と
え
「
暮
ら
し
の
な
か
で

実
験
」
し
た
と
し
て
も
、
た
だ
実
験
す
る
だ
け
で
は
、

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
一
足
飛
び
に
、
社
会
課
題
の
解
決
策
や
収
益

を
も
た
ら
す
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
生
み
出
さ
れ
る
万
能

の
打
ち
出
の
小
槌
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
、
誤
り
で

あ
る
。

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
の
実
践
は
、
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
あ

り
、
実
際
、
コ
ツ
を
知
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
そ
れ

ほ
ど
難
し
く
は
な
い
。
日
本
に
は
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
と

い
う
名
前
を
掲
げ
て
い
な
く
て
も
リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ
的
な

も
の
を
実
践
し
て
い
る
場
は
た
く
さ
ん
あ
り
、
リ
ビ
ン

グ
ラ
ボ
的
な
試
み
を
し
て
い
る
方
々
も
増
え
て
い
る
。

今
後
、
L
L
L
と
い
っ
た
場
を
活
用
し
、
リ
ビ
ン
グ
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ラ
ボ
に
関
心
の
あ
る
研
究
者
・
実
践
者
と
の
相
互
学
習

の
機
会
等
を
も
っ
と
増
や
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。 

課題の探索やアイデアの検討のために、ユーザー（市民）を含
む多様な参加者が対話・議論をするときのコツの例。
参考：「リビングラボの手引き」より要約
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坂倉氏との対談（2頁）で話題となった「芝の家」
の原点となる「三田の家」。本書は、その誕生か
ら8 年間の活動を、参加した大学教員・学生、
商店街関係者などの証言と記録で綴るドキュメン
ト集。大学と地域の交流に始まる「場」の生成と
日々の試行錯誤を辿ることで、場づくりの要諦「し
つらえ」「きりもり」「くわだて」が実感できる。

コ・デザインとは、デザイナーや専門家など限ら
れた人だけでなく、利用者や利害関係者をプロ
ジェクトに積極的に巻き込みながら協働でデザイ
ンする取り組みを指す。本書では、なぜ協働が必
要なのか、各国の事例をあげながら丁寧に解説。

「デザインすることは、実は見えない権力をめぐる
政治的な問題」でもあるという言葉が印象に残る。

「街場の民主主義」を唱える政治学者が、身近
な自治の場であるPTAの会長となった3年間を記
した一冊。本来ボランティアであるはずの活動に、
なぜ母親たちが苦しめられなければならないの
か。そんな義憤にかられ、改革派としてPTAのス
リム化に奮闘する日々が、軽妙な語り口で綴られ
る。いくつかの挫折を経て、「正論」から「寄り
添い」に転じていく、著者自身の変化もおもしろい。

日本を代表する経済学者、宇沢弘文が提唱した「社
会的共通資本」。森や川といった自然環境や道路
や電気などの社会インフラ、文化や医療をはじめ
とした制度資本を、人びとの生活基盤を支える共
有財産と捉え、それらの維持管理が社会の豊かさ
につながるとした。本書で展開したこの理論は多
くの領域に影響を与え、佐々木氏（20頁）の文化
的コモンズのガバナンス論の基盤にもなっている。

安定的な人間関係を築きにくい現代、若者は形か
ら「友だち」になろうとする――。石田氏（26頁）
の指摘は、社会における「場」の欠如とも関わるも
のだ。本書は、学校や家族など従来の「場」が変
質し「存在証明」を見つけるよう迫られるなかで、
誰もが実存的な「居る―場所」を育てるための身近
な方途があることを、多様な視点から教えてくれる。

サービスデザインとは、「顧客が自覚していないレ
ベルのニーズや欲求に対して、共創関係のもと価
値を提案し、持続的な関係を継続できる仕組み
を持った製品・サービスを創りだすこと」とし、
その具体的な方法論を展開。顧客の心の声を引き
出すリサーチ手法、ペルソナのつくり方など、すぐ
にビジネスに活用できるメソッドも紹介している。

坂倉氏（2頁）が言及した「アートスケープ」。その
中心にいた小山田徹氏への取材や各地の事例から、
本書は、「場づくり」の核を成す「アート」の役割
を考えていく。単なる展示物を超え、地域の持続
可能性、人と人、自然との新たな関係性を生む「プ
ロジェクト中心民主主義」の起点として、社会と
協働するアートの秘めた力が発見できる一冊だ。

互いをケアするためのコミュニティスペース「地区
の家」と、地域の知を通じて関係性を育む公共図
書館「屋根のある広場」。少子高齢化、格差、孤
立といった課題に対応するため、地域の人びとを
つなぐための場として機能する新しい公共建築の
あり方が示される。本書で紹介される6つの具体
的な事例は、“活きた場”を育むための示唆に富む。

熊倉敬聡、望月良一、長田進ほか＝編著
慶應義塾大学出版会／ 2010 年

上平崇仁＝著
NTT出版／ 2020 年

岡田憲治＝著
毎日新聞出版／ 2022年

宇沢弘文＝著
岩波書店／ 2000 年

阿比留久美＝著
大和書房／ 2022年

井登友一＝著
NTT出版／ 2022年

九州大学ソーシャルアートラボ＝編
水曜社／ 2018 年

エツィオ・マンズィーニ＝著 安西洋之ほか＝訳・解説
Xデザイン出版／ 2023 年

小篠隆生・小松尚＝共著
鹿島出版会／ 2018 年

『黒板とワイン　　
──もう一つの学び場「三田の家」』

『コ・デザイン　　
──デザインすることをみんなの手に』

『政治学者、PTA会長になる』

『社会的共通資本』

『孤独と居場所の社会学　
── なんでもない“わたし”で生きるには』

『サービスデザイン思考
──「モノづくりから、コトづくりへ」をこえて』

『ソーシャルアートラボ　　
──地域と社会をひらく』

『「地区の家」と「屋根のある広場」
── イタリア発・公共建築のつくりかた』

15 26 379 4810
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7

8

9
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1

コロナ禍を経て、人類が再認識した「近くにいるこ
と」の大切さを起点に、“Livable Proximity（心地
よい近さ＝近接）”の価値を説くマンズィーニ思想の

「現在地」。関係的近接や近接の多様化といった視
点から、デジタル技術の援用も踏まえた「ケアす
る都市」という新たなコモンズの形は、これから
の「場づくり」を考える大きなヒントになるはずだ。

『ここちよい近さがまちを変える　
──ケアとデジタルによる近接のデザイン』

川地氏らの鼎談（8頁）で言及されたマンズィーニ
思想、「ライフプロジェクト」による真の民主主義
実現へ――。本書はその理論と実践を知る“はじ
めの一歩”。誰もが人生を自ら選択する価値を説
き、日々の暮らしと人生のデザインを通じたソー
シャルイノベーション実現への道筋を描く。身近な

「場づくり」が秘めた可能性に、希望が湧く一冊だ。

エツィオ・マンズィーニ＝著 安西洋之、八重樫文＝訳
ビー・エヌ・エヌ新社／ 2020 年

『日々の政治　
── ソーシャルイノベーションをもたらすデザイン文化』

これからの場づくりを
考えるための10冊

集まった人びとが新たな関係性を築き、さまざまなプロジェクトが生まれていく。
そうした豊かな場をデザインしていく必要があるのではないでしょうか。

今号の特集の理解を深める10冊を紹介します。
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私
は
か
つ
て
「
扇
町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

ス
ク
エ
ア
（
O
M
S
）」
と
い
う
、
大
阪

ガ
ス
北
支
社
の
建
物
を
再
活
用
し
た
小

劇
場
・
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
・
雑
貨
店
・
カ

フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
備

え
た
複
合
文
化
施
設
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を

し
て
い
た
。
施
設
の
運
営
を
通
じ
て

「
場
づ
く
り
」
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に

な
り
、
そ
の
後
個
人
的
に
カ
フ
ェ
や
、

カ
フ
ェ
的
な
交
流
の
場
の
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
を
行
っ
て
き
た
。
2
0
1
2
年
の

『
C
E
L
』
1
0
2
号
で
は
、
学
び
の
場
、

出
会
い
の
場
、
気
づ
き
の
場
と
し
て
の

「
ト
ー
キ
ン
グ
・
カ
フ
ェ
」
の
拡
が
り

に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

2
0
2
3
年
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研

究
所
（
C
E
L
）
の
研
究
員
に
な
っ
て
か

ら
は
、
場
づ
く
り
を
持
続
可
能
な
地
域

づ
く
り
に
つ
な
げ
る
た
め
の
方
法
論
を

研
究
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で

の
取
り
組
み
の
全
体
像
と
、
今
回
の
特

集
を
ま
と
め
る
な
か
で
得
ら
れ
た
知
見

を
紹
介
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　

扇
町 Talkin＇

A
bout

私
は
O
M
S
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
務
め
て

い
た
2
0
0
0
年
に
、「
扇
町Talkin' 

About

（
ト
ー
キ
ン
・
ア
バ
ウ
ト
）」
と

い
う
企
画
を
始
め
た
。
こ
れ
は
決
め
ら

れ
た
テ
ー
マ
に
興
味
あ
る
人
が
集
ま
り
、

語
り
合
う
サ
ロ
ン
で
、「
様
々
な
文
化

ジ
ャ
ン
ル
に
関
心
あ
る
人
た
ち
が
出
会

え
る
場
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
、
大
阪

市
北
区
の
扇
町
界
隈
の
飲
食
店
・

バ
ー
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
10
カ
所
を
会
場

に
、
演
劇
・
映
画
・
現
代
美
術
・
音
楽
・

文
学
・
ポ
エ
ト
リ
ー
・
お
笑
い
・
漫
画
・ 

哲
学
な
ど
の
〝
し
ゃ
べ
り
場
〟
を
開
い
て

い
た
。
同
企
画
は
2
0
0
3
年
に
扇
町

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
が
閉
館
し
た

後
も
、
2
0
0
6
年
ま
で
継
続
。
約

7
0
0
回
を
開
催
し
た
。
　
　
　
　

御
堂
筋 Talkin＇

A
bout

2
0
1
1
年
に
は
旧
大
阪
市
立
愛
日

小
学
校
跡
地
に
建
つ
複
合
商
業
施
設

「
淀
屋
橋odona

」
内
に
大
阪
市
が
設

置
し
た
ま
ち
づ
く
り
情
報
の
発
信
拠
点

に
お
い
て
「
御
堂
筋Talkin' About

」

を
ス
タ
ー
ト
。
近
隣
の
喫
茶
店
店
主
、

近
代
建
築
ビ
ル
の
オ
ー
ナ
ー
ら
と
ユ

ニ
ッ
ト
を
組
み
、
月
1
回
の
ペ
ー
ス
で

サ
ロ
ン
を
開
催
し
た
。
扇
町
で
は
文
化

的
な
事
柄
や
起
業
に
つ
い
て
の
テ
ー
マ

が
多
か
っ
た
が
、
御
堂
筋
で
は
観
光
魅

力
・
都
心
居
住
・
水
辺
・
映
画
・
も
の

づ
く
り
な
ど
、「
大
阪
の
ま
ち
づ
く
り
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
ゲ
ス
ト

を
お
呼
び
し
て
話
題
提
供
い
た
だ
き
、

そ
の
後
集
ま
っ
た
方
々
全
員
に
喋
っ
て

い
た
だ
く
形
で
実
施
。
議
論
を
交
わ
す

と
い
う
よ
り
は
、
気
楽
に
参
加
で
き
る

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
と
し
て
、
参
加
者

の
意
見
や
情
報
を
シ
ェ
ア
す
る
場
づ
く

り
を
行
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　

う
め
き
た Talkin＇

A
bout

2
0
1
3
年
、
大
阪
ガ
ス
は
「
グ
ラ

ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
」
開
業
時
に
、「
都

市
魅
力
研
究
室
」
と
い
う
、
都
市
開
発

や
ま
ち
づ
く
り
の
知
見
を
集
め
、
新
た

な
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
を
提
案
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
施
設
を
設
置
し
た
。

同
施
設
の
立
ち
上
げ
・
運
営
を
担
当
し

た
私
は
、
オ
ー
プ
ン
を
機
に
サ
ロ
ン
の

拠
点
を
こ
こ
に
移
し
、「
う
め
き
た

Talkin' About

」
と
名
称
を
変
更
し

て
現
在
ま
で
続
け
て
い
る
。
テ
ー
マ
は

ま
ち
づ
く
り
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ザ
イ

ン
・
地
域
課
題
解
決
な
ど
で
、
ゲ
ス
ト

を
迎
え
て
30
～
40
分
間
話
題
提
供
い
た

だ
き
、
そ
の
後
90
分
間
、
参
加
者
全
員

に
話
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
形
で
進
行

し
て
い
る
。
最
近
で
は
地
域
で
興
味
深

い
活
動
を
し
て
い
る
方
を
ゲ
ス
ト
に
招

き
、
議
論
を
深
め
る
と
と
も
に
活
動
自

体
の
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
を
意
識
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上／「扇町 Talkin' About」のフライヤー。中／淀屋橋 odonaでの「御
堂筋 Talkin' About」開催の様子。下／都市魅力研究室で開催され
ている「うめきたTalkin' About」。写真提供／筆者（以下すべて） 「トーキング・カフェ」の拡がりについて

のレポートが掲載された『CEL』102号。

『ＣＥＬ』を振り返る…………

「トーキング・カフェ」の拡がり

“共通の関心を持った人たちが語り合うサロンが
近年注目を集めている”
2012年11月発行の『CEL』102号では
「トーキング・カフェ」というタイトルで
Talkin＇Aboutの取り組みを紹介した。
それから12年、プロジェクトがどう拡がったかを
今回の特集で得た知見とともに、あらためて紹介したい。

山納 洋
Yamanoh Hiroshi

第 回5

4041 C E L   S e p t e m b e r   2 0 2 4C E L   S e p t e m b e r   2 0 2 4



Com
m
on Bar SIN

GLES

2
0
0
1
年
に
は
、「Com

m
on Bar 

SIN
G
LES

」
と
い
う
日
替
わ
り
マ
ス

タ
ー
制
の
バ
ー
の
運
営
に
関
わ
っ
た
。

扇
町Talkin' About

の
会
場
で
も

あ
っ
た
「Bar SIN

G
LES

」
の
閉
店

に
際
し
、
そ
の
空
間
を
残
す
た
め
に

「
日
替
わ
り
マ
ス
タ
ー
」
と
い
う
仕
組

み
を
考
え
出
し
、
月
に
1
回
マ
ス
タ
ー

に
な
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
を
募
っ
て
立

ち
上
げ
て
い
る
。
場
所
は
大
阪
市
北
区

堂
山
町
。
雑
居
ビ
ル
の
2
階
の
、
カ
ウ

ン
タ
ー
の
み
12
席
の
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た

空
間
だ
っ
た
。

マ
ス
タ
ー
を
務
め
て
く
れ
た
の
は
、

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
の
ブ
ッ
キ
ン
グ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
、
映
画
館
支
配
人
、
フ
リ
ー

ペ
ー
パ
ー
編
集
者
、
美
術
家
、
写
真
家
、

学
生
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ッ
ク
グ
ラ

ウ
ン
ド
を
持
っ
た
方
々
だ
っ
た
。
通
常

の
バ
ー
営
業
だ
け
で
な
く
、
イ
ラ
ス
ト

レ
ー
タ
ー
が
作
品
を
展
示
し
た
り
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が
一
晩
中
レ
コ
ー
ド
を
か

け
て
い
た
り
、
ラ
テ
ン
系
の
人
た
ち
が

集
ま
っ
た
り
、
演
劇
関
係
者
が
集
ま
っ

た
り
、
十
数
人
だ
け
お
客
さ
ん
を
入
れ

て
ラ
イ
ブ
を
開
催
し
た
り
と
、
多
様
で

小
さ
な
実
験
の
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ

て
い
た
。
私
自
身
が
運
営
に
関
わ
っ
た

の
は
2
0
0
4
年
ま
で
だ
っ
た
が
、
そ

の
後
も
代
替
わ
り
を
重
ね
つ
つ
19
年
間

継
続
し
、
最
終
的
に
は
2
0
2
0
年
の

コ
ロ
ナ
禍
で
閉
店
と
な
っ
て
い
る
。
　

com
m
on cafe

2
0
0
4
年
に
は
、
大
阪
市
北
区

中
崎
町
で
日
替
わ
り
店
主
制
カ
フ
ェ

「com
m
on cafe

」
を
始
め
て
い
る
。

場
所
は
ビ
ル
の
地
下
1
階
に
あ
り
、
広

さ
は
約
20
坪
で
、
通
常
営
業
で
24
名
、

音
楽
ラ
イ
ブ
や
演
劇
公
演
の
場
合
は
50

名
が
集
ま
る
空
間
だ
っ
た
。
運
営
に
関

わ
っ
て
く
れ
た
の
は
、
飲
食
店
開
業
を

目
指
し
て
い
る
人
た
ち
や
、
表
現
上
の

実
験
を
重
ね
た
い
と
考
え
る
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
た
ち
。
カ
フ
ェ
や
バ
ー
と
し
て
の

営
業
を
基
本
と
し
つ
つ
、
演
劇
公
演
、

音
楽
ラ
イ
ブ
、
ア
ー
ト
作
品
の
展
示
、

一
日
雑
貨
店
、
映
像
上
映
会
、
ト
ー
ク

イ
ベ
ン
ト
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
料
理

教
室
な
ど
、
幅
広
い
活
動
の
場
と
し
て

活
用
い
た
だ
い
て
い
た
。
前
年
に
扇
町

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
が
閉
館
し
て

い
た
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
演
劇
や
音
楽
、

ア
ー
ト
を
中
心
と
し
た
実
験
の
た
め
の

場
を
提
供
す
る
こ
と
と
、
カ
フ
ェ
開
業

を
志
す
人
た
ち
が
無
理
な
く
自
分
た
ち

の
や
り
た
い
こ
と
を
試
せ
る
場
所
で
あ

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。

com
m
on cafe

の
取
り
組
み
は

2
0
2
3
年
夏
ま
で
19
年
半
続
き
、「
談

話
室
マ
チ
ソ
ワ
」
の
立
ち
上
げ
に
合
わ

せ
て
終
了
。
店
舗
は
店
主
の
一
人
が
引

き
継
ぎ
、「A

C
T

 cafe

」
と
名
前
を

変
え
、
実
験
劇
場
と
し
て
現
在
も
運
営

さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

談
話
室
マ
チ
ソ
ワ

2
0
2
3
年
10
月
に
、
大
阪
市
北

区
・
扇
町
公
園
の
南
側
に
「
扇
町

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
キ
ュ
ー
ブ
」
と
名
付
け

ら
れ
た
、
3
つ
の
劇
場
と
7
つ
の
ギ
ャ

ラ
リ
ー
・
練
習
室
・
会
議
室
を
備
え
た

シ
ア
タ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
オ
ー
プ

ン
し
た
。
同
施
設
は
医
誠
会
国
際
総
合

病
院
の
建
物
の
1
階
か
ら
3
階
に
設
け

ら
れ
て
お
り
、
㈱
シ
ア
タ
ー
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
、
劇
場
の
設
計
・
コ

ン
サ
ル
・
運
営
を
行
う
会
社
が
運
営
を

担
当
し
て
い
る
。

扇
町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
キ
ュ
ー
ブ
の
1

階
に
は
、
キ
ッ
チ
ン
を
備
え
た
サ
ロ
ン

ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
私
は

こ
こ
を
「
談
話
室
マ
チ
ソ
ワ
」
と
い
う
、

店
主
が
お
客
さ
ん
に
話
し
か
け
る
場
と

し
て
立
ち
上
げ
た
。
マ
チ
ソ
ワ
で
は

com
m
on cafe

の
有
志
メ
ン
バ
ー
を

中
心
と
し
た
25
名
が
交
替
で
店
に
立
ち
、

サ
ロ
ン
と
し
て
運
営
し
つ
つ
演
劇
や
映

画
の
お
客
さ
ん
と
話
を
し
た
り
、
講
座

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
開
催
し
た

り
し
な
が
ら
語
ら
い
の
場
を
設
け
て
い

る
。
マ
チ
ソ
ワ
は
劇
場
の
中
に
あ
る
と

と
も
に
病
院
の
中
に
も
あ
り
、
ま
た
お

店
が
扇
町
と
い
う
多
く
の
ク
リ
エ
イ

タ
ー
が
事
務
所
を
構
え
て
い
る
街
の
一

角
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
多
様
な
立

場
の
人
た
ち
が
集
え
る
場
に
し
て
い
き

た
い
と
、
日
々
実
践
を
重
ね
て
い
る
。

場
づ
く
り
を
め
ぐ
る
視
野
の
拡
大

『
C
E
L
』
1
0
2
号
で
は
、
ド
イ
ツ

の
社
会
学
者
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

が
、
著
書
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』（
第

2
版
1
9
9
4
年
、
未
來
社
）
の
中
で
、
18
、

19
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、文
化

や
芸
術
に
関
心
を
持
つ
市
民
が
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
・
サ
ロ
ン
・
読
書
会
に
集
い
、

開
か
れ
た
雰
囲
気
の
中
で
文
芸
的
な
議

論
を
交
わ
し
、
そ
こ
か
ら
市
民
的
公
共

圏
（
コ
モ
ン
ズ
）
が
形
成
さ
れ
、
や
が

て
政
治
に
つ
い
て
公
に
意
見
を
交
わ
す

場
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
た
。
昨
年
始
め
た
談
話
室
マ
チ

ソ
ワ
は
ま
さ
に
、
劇
場
と
い
う
空
間
の

中
に
人
々
が
語
り
合
う
場
を
作
り
、
そ

こ
か
ら
コ
モ
ン
ズ
を
生
み
出
し
て
い
く

と
い
う
新
た
な
実
験
で
あ
っ
た
。

今
回
の
特
集
「
場
づ
く
り
の
そ
の
先

へ
―
―
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て

い
く
」
の
取
材
を
通
じ
、
私
自
身
も
視

野
を
大
き
く
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

佐
々
木
秀
彦
氏
は
『
文
化
的
コ
モ
ン

ズ
』（
2
0
2
4
年
、
み
す
ず
書
房
）
の

中
で
、
全
国
に
あ
ま
た
あ
る
博
物
館
、

図
書
館
、
公
民
館
、
劇
場
・
音
楽
堂
が
、

人
が
集
い
、
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
、

そ
こ
か
ら
何
か
を
生
み
出
す
場
と
な
る

可
能
性
に
つ
い
て
、
多
く
の
事
例
と
と

も
に
述
べ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
の
デ
ザ

イ
ン
研
究
者
、
エ
ツ
ィ
オ
・
マ
ン
ズ
ィ
ー

ニ
は
、
デ
ザ
イ
ン
す
る
能
力
は
誰
に
で

も
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
自
分
た
ち
の

生
活
を
よ
り
望
ま
し
い
も
の
に
変
え
て

い
く
取
り
組
み
は
、
民
主
主
義
の
実
践

に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
人
々
が
出
会
い
、

コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
す
る
た
め
の
〝
う
つ

わ
〟
を
作
り
、
触
発
を
起
こ
す
こ
と
が
、

デ
ザ
イ
ン
専
門
家
の
役
割
と
し
て
求
め

ら
れ
て
い
る
と
提
唱
し
て
い
る
。
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
デ
ザ
イ
ン
実
践
家
で
あ
る

坂
倉
杏
介
氏
は
、
小
さ
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
起
点
に
、
近
接
性
に
基
づ
く
ケ
ア

し
合
え
る
関
係
性
を
生
み
出
し
た
先
に
、

町
全
体
を
居
場
所
に
変
え
て
い
く
と
い

う
道
筋
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
あ

そ
び
の
生
ま
れ
る
場
所
』（
2
0
1
7
年
、

こ
ろ
か
ら
）、『
あ
そ
び
の
生
ま
れ
る
時
』

（
2
0
2
3
年
、
同
）
の
著
者
・
西
川
正

氏
は
、
知
ら
な
い
人
と
喋
る
機
会
を
意

図
的
に
作
る
こ
と
、
あ
そ
び
を
通
じ
て

関
係
性
を
編
み
直
す
こ
と
、
そ
こ
か
ら

自
治
の
感
覚
を
取
り
戻
す
こ
と
が
、
関

係
性
が
希
薄
に
な
り
〝
お
客
さ
ま
化
〟

が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
強
く
求
め

ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

人
々
が
集
い
、
ア
ー
ト
や
文
化
に
つ

い
て
議
論
を
交
わ
す
と
い
う
営
み
は
、

地
域
の
魅
力
を
見
出
し
た
り
、
地
域
課

題
を
意
識
し
て
行
動
を
始
め
た
り
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
公
論
を
形
成
し
た
り
と

い
っ
た
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
し
合
え
る
関
係
を

生
み
出
し
、
地
域
で
の
暮
ら
し
を
豊
か

な
も
の
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
を
、
談
話
室
マ
チ
ソ
ワ
で
の

さ
ら
な
る
実
践
を
通
じ
て
、
ま
た
さ
ま

ざ
ま
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
取
り
組

み
を
リ
サ
ー
チ
し
続
け
る
こ
と
で
、
よ

り
深
く
理
解
し
て
い
き
た
い
。

上／日替わりマスター制でさまざまな試みが行われた「Common Bar 
SINGLES」。下／演劇、音楽、アートを中心とした実験のための場と
して親しまれた「common cafe」。

上／ 2023 年オープンのシアターコンプレックス「扇町ミュージ
アムキューブ」外観。下／「扇町ミュージアムキューブ」1階の「談
話室マチソワ」。
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変
貌
す
る
大
都
市
大
阪
の
過
渡
期
を
写
す

安
井
仲
治
（
１
９
０
３
〜
１
９
４
２
）
は
大
阪
の
明
星
商

業
学
校
（
現
・
明
星
高
等
学
校
）
を
卒
業
後
、
家
業
の
安
井

洋
紙
店
に
勤
め
な
が
ら
、
大
阪
市
中
を
拠
点
に
写
真
を

撮
り
始
め
た
。
そ
し
て
18
歳
の
若
さ
で
、
当
時
関
西
写

壇
を
牽
引
し
て
い
た
浪
華
写
真
倶
楽
部
に
入
会
す
る
。

初
期
の
安
井
は
絵
画
主
義
的
な
技
法
を
用
い
た
写
真
表

現
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
で
都

市
風
景
を
活
写
し
た
。

安
井
が
活
躍
し
た
１
９
２
０
年
代
か
ら
30
年
代
、
大

阪
は
「
大
大
阪
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
変
貌
、
発
展
の
渦

中
に
あ
っ
た
。
1
9
2
5
年
に
市
域
拡
張
で
東
京
市

（
当
時
）
の
人
口
を
抜
い
た
大
阪
市
は
、
人
口
・
面
積
・

工
業
出
荷
額
で
国
内
第
１
位
と
な
り
、
世
界
６
位
の
大

都
市
に
躍
り
出
た
。
１
９
２
９
年
に
安
井
が
撮
っ
た

《
平
野
町
》
は
そ
ん
な
大
変
貌
の
時
期
、
過
渡
期
を
映

し
出
す
も
の
だ
。

安
井
が
育
っ
た
街
で
も
あ
る
平
野
町
は
船
場
の
北
か

ら
６
番
目
に
位
置
す
る
町
で
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
末

頃
ま
で
、
市
内
の
五
大
商
店
街
の
一
つ
と
し
て
賑
わ
い
、

昭
和
初
期
ま
で
「
１
」
の
日
と
「
６
」
の
日
に
は
夜
店

が
立
っ
た
。
安
井
の
写
真
に
は
３
階
建
て
の
モ
ダ
ン
建

築
、
火
の
見
櫓
と
電
柱
・
電
線
、
瓦
葺
き
の
小
屋
や
商

店
ら
し
き
建
物
、
徒
歩
で
、
あ
る
い
は
自
転
車
で
町
を

行
き
交
う
人
び
と
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
東
西
に
長
細

い
平
野
町
は
平
野
町
通
が
横
切
り
、
町
の
中
ほ
ど
を
御

堂
筋
が
交
差
す
る
。
御
堂
筋
は
１
９
２
６
年
か
ら
拡
幅

す
る
工
事
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
ま
さ
に
そ
の
過
渡

期
だ
っ
た
（
な
お
「
大
阪
瓦
斯
ビ
ル
ヂ
ン
グ
」
は
33
年
３
月
に
竣

工
し
て
い
る
）。

実
験
的
な
作
風
へ
の
変
化

安
井
は
１
９
３
０
年
代
に
入
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

先
端
的
な
写
真
表
現
の
影
響
を
受
け
た
作
品
を
創
り
出

す
よ
う
に
な
る
。《（
凝
視
）》
は
１
９
３
１
年
に
中
之

島
公
園
で
催
さ
れ
た
メ
ー
デ
ー
を
撮
影
し
た
写
真
に
、

別
の
風
景
を
合
成
し
た
実
験
的
な
作
品
で
、
端
正
な
構

図
で
都
市
風
景
を
切
り
取
っ
た
《
平
野
町
》
と
比
べ
る

と
、
大
衆
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
斬
新
な
手
法
で
定
着
し

よ
う
と
す
る
作
家
の
表
現
意
欲
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。

安
井
仲
治
は
大
阪
の
激
動
に
合
わ
せ
て
、
作
風
を
大
き

く
変
え
て
い
っ
た
の
だ
。

安井仲治《（凝視）》　1931年（2010年のニュープリント）　
所蔵／兵庫県立美術館

安井仲治《平野町》　1929年（2004年のニュープリント）　所蔵／渋谷区立松濤美術館
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安や

す

井い

仲な

か

治じ

は
た
な
か
・
あ
き
ひ
ろ
　
1
9
6
2
年
大
阪

生
ま
れ
。
民
俗
学
者
。
編
集
者
と
し
て
『
月

刊
太
陽
』
の
ほ
か
、
荒
木
経
惟
、
佐
内
正
史
、

石
川
直
樹
ら
の
写
真
集
を
手
が
け
る
。
著
書

に
『
天
災
と
日
本
人
』『
21
世
紀
の
民
俗
学
』

『
死
者
の
民
主
主
義
』『
廃
仏
毀
釈
』『
宮
本

常
一
』『
関
東
大
震
災
』
ほ
か
、
共
著
に
『
宮

本
常
一
と
写
真
』
が
あ
る
。

日
本
の
写
真
史
に
そ
の
名
を
刻
ん
だ
大
阪
の
偉
大

な
写
真
家
た
ち
。
そ
の
写
真
家
が
写
し
出
し
た
作

品
か
ら
、
大
阪
の
都
市
の
様
相
を
振
り
返
る
。
第

1
回
は
安
井
仲
治
の
《
平ひ

ら

野の

町ま
ち
》
。

写

真

家
と
大
阪

畑

中

章

宏

第

1
回





ひ
ろ
も
と
・
ゆ
か
り

　

大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究

所
研
究
員
︒
住
宅
建
築
専
門
誌 ﹃
新
住
宅
﹄
編
集

員
等
を
経
て
︑ 

1
9
9
2
年
か
ら
大
阪
ガ
ス
㈱
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
︵
C
E
L
︶
研
究
員
︒

﹃
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
﹄
の
発
行
を
は
じ
め
︑

生
活
・
文
化
の
視
点
か
ら
︑
都
市
居
住
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
持
続
的
発
展
に
つ
な
が
る
情
報
発
信
等

に
取
り
組
む
︒
共
著
に
﹃
大
阪
新
・
長
屋
暮
ら
し

の
す
す
め
﹄︑﹃
地
域
を
活
か
す
つ
な
が
り
の
デ
ザ

イ
ン
︱
︱
大
阪
・
上
町
台
地
の
現
場
か
ら
﹄︵
と

も
に
創
元
社
︶
な
ど
︒

注＊
1
『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』
の
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
は
、
大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
。https

：// 
w

w
w

.og

－cel.jp/project/ucoro/
event2_kon.htm

l

＊
2 

1
9
1
8
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る

米
の
価
格
急
騰
が
引
き
起
こ
し
た
社
会
不

安
が
瞬
く
間
に
全
国
に
広
が
り
、
都
市
部

で
は
暴
動
に
発
展
し
た
。

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
、

文
化
の
担
い
手
た
る
自
負
に
目
を

見
張
る
も
の
が
あ
る
。（
図
3
）

近
代
の
大
阪
に
生
ま
れ
た
、
特

筆
す
べ
き
二
つ
の
雑
誌
が
大
き
な

災
禍
に
直
面
し
て
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
た
か
に
注
目
し
た
が
、

当
然
な
が
ら
災
禍
と
歴
史
実
践
は

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。『
上
町
台

地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』
V
o
l.

14

の
1
面
で
は
、
古
代
以
来
記
録
に

残
っ
て
い
る
主
な
災
害
を
年
表
で

列
記
す
る
と
と
も
に
、
先
述
の
2

誌
の
ト
ピ
ッ
ク
の
ほ
か
、
近
世
・

近
代
に
瓦
版
や
写
真
が
伝
え
た
、

津
波
や
風
水
害
の
脅
威
、
被
災
し

た
寺
社
の
再
建
、
犠
牲
者
を
悼
み

教
訓
を
刻
む
数
々
の
慰
霊
碑
の
存

在
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
い
る
。

ま
た
、
同
紙
の
2
面
で
は
、
現
在

に
目
を
向
け
、
減
災
文
化
を
耕
す
、

地
域
に
根
ざ
し
た
〝
共
〟
の
場
づ

く
り
の
実
践
を
取
材
し
紹
介
し
て

い
る
。

郷
土
研
究
誌
『
上
方
』
大
風
水

害
号
（
1
9
3
4
年
10
月
号
）
の
表

紙
で
、
崩
れ
落
ち
た
姿
が
描
か
れ

た
四
天
王
寺
の
五
重
塔
は
、
多
く

〝
共
〟の
精
神
の
系
譜
―
災
禍
か
ら

社
会
福
祉
事
業
の
先
進
地
へ
―

の
人
々
の
寄
進
で
1
9
4
0
年
に

再
建
さ
れ
た
も
の
の
、
1
9
4
5

年
の
空
襲
で
焼
失
。
戦
後
再
び
大

規
模
な
寄
進
に
よ
っ
て
1
9
5
9

年
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
再
建
さ

れ
て
い
る
。
創
建
以
来
、
火
災
や

地
震
や
風
水
害
や
戦
争
に
よ
る
受

難
は
絶
え
ず
、
現
在
の
塔
は
実
に

8
代
目
に
当
た
る
と
い
う
。

古
代
以
来
の
歴
史
を
持
つ
都

市
・
大
阪
は
、
災
禍
の
集
積
地
で

も
あ
る
。
自
然
災
害
だ
け
で
は
な

い
。
人
口
が
密
集
す
る
都
市
で
は
、

感
染
症
も
猛
威
を
振
る
う
。
人
口

が
急
増
す
れ
ば
、
社
会
の
ひ
ず
み

も
膨
ら
み
、
困
窮
者
を
は
じ
め
社

会
的
弱
者
の
問
題
も
深
刻
化
す

る
。
戦
争
の
標
的
に
も
な
り
や
す

い
。
同
時
に
、
災
禍
を
乗
り
越
え

る
た
め
の〝
共
〟
の
精
神
や
知
が

蓄
積
さ
れ
て
き
た
歴
史
も
あ
る
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』

V
o
l.

15
（
図
4
）
で
は
、
そ
の
源

流
を
さ
か
の
ぼ
る
と
と
も
に
、
激

動
の
近
代
を
支
え
た
社
会
事
業
の

大
き
な
流
れ
を
俯
瞰
し
た
。

か
つ
て
聖
徳
太
子
が
上
町
台
地

に
四
天
王
寺
を
開
き
、
窮
民
を

救
っ
た
と
さ
れ
る
悲
田
院
が
、
日

本
の
社
会
福
祉
の
始
ま
り
と
い
わ

れ
る
。
時
代
は
下
り
、
町
人
の
都

市
と
し
て
栄
え
た
近
世
の
大
坂
で

は
、
社
会
基
盤
の
多
く
が
町
人
た

ち
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、
町
人
自

ら
詳
細
な
町
定
を
つ
く
り
町
の
運

営
に
当
た
り
、
捨
て
子
の
対
応
ま

で
責
任
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
風
土
が
、
近
代
の
急
激

な
都
市
化
が
も
た
ら
し
た
、
貧
困

や
労
働
問
題
、
衛
生
や
健
康
問
題
、

教
育
問
題
な
ど
、
噴
出
し
た
都
市

問
題
を
受
け
止
め
る
土
壌
と
も

な
っ
た
。
い
わ
ば
、
近
代
に
お
け

る
社
会
福
祉
事
業
の
苗
床
・
実
験

場
と
し
て
、
数
々
の
先
駆
的
取
り

組
み
を
生
ん
で
い
っ
た
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』

V
o
l.

15
の
1
面
で
は
、
地
域

を
越
え
た
視
野
で
1
9
1
8
年
の

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
猛
威
や
、
同
年

に
全
国
に
広
が
っ
た
「
米
騒
動
」

［
＊
2
］
の
衝
撃
か
ら
、
大
阪
で
は

困
窮
者
の
生
活
事
情
に
柔
軟
に
対

応
す
る
た
め
、
調
査
に
基
づ
く
新

し
い
福
祉
の
形
を
模
索
し
て
、
官

民
が
連
携
し
た
社
会
事
業
の
大
転

換
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
注

目
。
例
と
し
て
、
同
年
（
1
9
1
8

年
）、
大
阪
府
が
創
設
し
た
方
面

委
員
（
の
ち
の
民
生
委
員
）
制
度
や
、

翌
年
（
1
9
1
9
年
）
全
国
初
と

な
っ
た
大
阪
市
立
児
童
相
談
所
と

託
児
所
の
開
設
。
こ
の
年
、
実
業

家
・
大
原
孫
三
郎
が
、
社
会
問
題

の
本
質
的
な
解
決
を
目
指
す
科
学

的
研
究
機
関
と
し
て
、
大
原
社
会

問
題
研
究
所
を
上
町
台
地
に
開
設

し
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
1
9
2
1

年
、
大
阪
市
に
よ
る
日
本
初
の
公

設
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
（
隣
保
館
）
と

し
て
、
地
域
の
社
会
教
育
や
診
療
、

乳
幼
児
・
児
童
の
保
護
、
就
労
支

援
や
生
活
相
談
な
ど
、
社
会
事
業

の
一
大
拠
点
と
な
っ
た
北
市
民
館

が
、
台
地
の
北
方
、
天
神
橋
筋
六

丁
目
に
開
設
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を

挙
げ
た
。
同
紙
の
2
面
で
は
、
こ

れ
ら
の
D
N
A
を
受
け
継
ぐ
拠

点
の
集
積
や
次
世
代
を
育
む
実
践

を
紹
介
し
て
い
る
。

筆
者
が
取
り
組
ん
で
き
た
、
さ

さ
や
か
な
歴
史
実
践
の
一
つ
で
あ

る
『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』

を
題
材
と
し
て
、
今
回
は
災
害
と

福
祉
を
切
り
口
に
、
注
目
す
べ
き

観
点
を
紹
介
し
た
。
過
去
と
現
在

の
間
の
対
話
は
、
決
し
て
歴
史
に

絶
対
的
な
意
味
づ
け
を
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
不
断

に
見
つ
め
直
し
問
い
直
し
、
未
来

お
わ
り
に
―〝
共
〟の
知
を
継
承

し
て
い
く
た
め
に
―

を
切
り
拓
い
て
い
く
動
的
な
プ
ロ

セ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
代
に
花
開
い
た
文
芸
や
言
論

は
、
や
が
て
戦
時
体
制
に
入
っ
て

規
制
や
弾
圧
の
対
象
と
な
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
利
用
さ
れ
、
相
互

扶
助
の
仕
組
み
が
戦
時
体
制
の
相

互
監
視
や
総
動
員
の
基
盤
に
さ
れ

て
し
ま
っ
た
負
の
側
面
が
あ
る
こ

と
も
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
長

い
時
間
軸
で〝
知
〟を
捉
え
、
終
わ

り
な
き
対
話
を
続
け
る
、
歴
史
実

践
の
重
要
性
が
そ
こ
に
あ
る
。
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█ 図1：虫の目、鳥の目、魚の目 エ
ネ
ル
ギ
ー
講
義
で

心
掛
け
て
い
る
こ
と

　

ま
ず
は
、
講
義
や
講
演
活
動
で
の
私

の
ス
タ
ン
ス
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
む

け
た
活
動
を
推
進
し
な
が
ら
も
、
私
た

ち
は
今
ま
さ
に
化
石
燃
料
に
依
存
し
た

生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
ど
の

よ
う
に
脱
却
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
一
足
飛
び
に
新

し
い
生
活
パ
タ
ー
ン
へ
移
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
現
在
の
生
活
を
守
り
な
が
ら
、

い
か
に
ス
ム
ー
ズ
に
新
し
い
未
来
を
生

み
出
し
て
い
け
る
の
か
。

「
今
日
の
安
心
を
守
り
、
未
来
の
日
常

を
創
る
」

　

新
し
い
技
術
や
取
り
組
み
を
議
論
し

な
が
ら
も
、
足
元
の
現
実
も
決
し
て
お

ろ
そ
か
に
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
た

め
に
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
枠
に
と
ら

わ
れ
な
い
多
角
的
な
視
点
で
考
え
る
必

要
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

多
角
的
な
視
点
の
た
と
え
で
は
、

「
虫
の
目
」「
鳥
の
目
」「
魚
の
目
」
が

有
名
だ
（
図
1
）。
地
面
を
這
う
虫
の
よ

う
に
生
活
者
に
寄
り
添
っ
た
視
点
が
、

発
想
の
原
点
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
現
実
の
世
界
で
、
ど
の

よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
。

ど
の
よ
う
な
課
題
を
も
っ
て
い
る
の
か
。

利
用
者
の
視
点
と
な
る
「
虫
の
目
」
は

必
須
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
虫
に
は
ア
リ
も

い
れ
ば
キ
リ
ギ
リ
ス
も
い
て
、
多
様
な

立
場
の
人
々
が
存
在
し
て
い
る
。
家
庭

用
だ
け
で
な
く
業
務
用
や
産
業
用
な
ど
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
用
途
は
幅
広
い
。

　

一
方
で
、
上
空
か
ら
全
体
を
俯
瞰
す

る
鳥
の
よ
う
な
高
い
視
座
が
な
け
れ
ば
、

偏
っ
た
意
見
に
陥
る
可
能
性
が
生
じ
る

だ
ろ
う
。
世
界
の
情
勢
や
経
済
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
関
連
づ
け
て
考
え
る
必
要
も

あ
る
。

　

最
後
に
、
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
い
て
泳

ぐ
魚
の
よ
う
に
、
過
去
か
ら
現
在
、
そ

し
て
未
来
を
一
本
の
線
で
見
通
す
こ
と

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ブ
レ
な
い
考
え
方
。

同
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
ぬ
よ
う
歴
史
を

学
び
、
歴
史
か
ら
未
来
を
創
造
す
る
力

も
必
要
だ
。

　

こ
う
し
た
「
虫
の
目
」「
鳥
の
目
」

「
魚
の
目
」
が
三
位
一
体
と
な
り
な
が

ら
思
考
を
よ
り
深
め
て
い
く
活
動
が
何

よ
り
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

そ
の
一
助
と
な
る
べ
く
、
多
角
的
な
視

点
で
見
た
情
報
発
信
を
心
掛
け
て
い
る
。

多
様
な
意
見
が
生
ま
れ
る

﹁
議
論
の
場
﹂

　

さ
て
、
講
義
や
講
演
を
行
う
と
、

「
ど
う
す
れ
ば
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
が
実
現
す
る
の
か
、
答
え
が
欲
し

い
」
と
い
っ
た
要
求
を
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
高
校
ま
で
の
授
業
で
は
、
正
解

が
す
で
に
あ
る
問
題
を
答
え
て
き
た
が
、

現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
、
万
人
に
共

通
す
る
回
答
な
ど
最
初
か
ら
存
在
し
て

い
な
い
。
単
純
に
答
え
に
た
ど
り
着
く

こ
と
は
な
く
、
複
雑
な
要
素
を
考
慮
し

て
検
討
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
も
メ

リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
共
存
し
て
い

る
し
、
あ
る
人
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

が
別
の
人
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
と
な

る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
置
か

れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、
多
様
な
ニ
ー
ズ

が
存
在
し
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、

複
数
の
手
法
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
な

が
ら
、
状
況
に
応
じ
て
変
え
る
し
か
な

い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
世
界
で
も
同
じ
だ
。

ひ
と
つ
の
方
策
だ
け
に
頼
る
こ
と
な
く
、

複
数
の
手
法
を
同
時
に
進
行
さ
せ
な
が

ら
、
組
み
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

情
報
の
一
側
面
を
う
の
み
に
す
る
怖

さ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
水
素
は
燃

や
し
て
も
水
し
か
出
な
い
の
だ
か
ら
、

す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
水
素
に
転
換

し
よ
う
」
と
か
、「
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
利
用
で
き
る
の
だ
か
ら
、
な
ん

で
も
か
ん
で
も
電
気
に
変
え
よ
う
」
と

い
っ
た
直
線
的
な
思
考
に
は
、
注
意
が

必
要
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
水
素
利
用
や
電

化
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
一
部

で
は
そ
う
し
た
方
向
に
む
か
う
だ
ろ
う

し
、
そ
う
し
た
方
向
に
む
か
う
べ
き
分

野
も
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
メ

リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
キ
チ
ン
と
把

握
し
な
が
ら
思
考
を
巡
ら
せ
る
と
、
向

き
不
向
き
を
考
慮
し
た
複
合
的
な
発
想

が
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
だ
。

　

そ
こ
で
、
複
合
的
な
発
想
を
生
み
出

す
た
め
に
、「
太
陽
光
発
電
の
欠
点
を

挙
げ
て
み
よ
う
」
と
い
う
よ
う
な
、
あ

え
て
マ
イ
ナ
ス
面
を
討
論
す
る
場
を
設

定
し
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
欠
点
が

あ
る
か
ら
ダ
メ
」
と
い
う
こ
と
を
言
い

合
う
の
で
は
な
く
、「
欠
点
を
課
題
と

捉
え
て
克
服
し
、
さ
ら
に
普
及
さ
せ
る

た
め
に
み
ん
な
で
考
え
よ
う
」
と
い
う

ス
タ
ン
ス
の
議
論
で
あ
る
。

　

こ
の
議
論
を
行
っ
た
場
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
結
果
が
み
ら
れ
た
。
た
と

え
ば
、
社
会
人
大
学
で
の
議
論
。
会
社

役
員
や
大
学
教
授
、
自
営
業
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
経
歴
の
人
が
集
ま
っ
て
い
る

だ
け
あ
っ
て
、
活
発
な
発
言
が
飛
び

交
っ
た
が
、
み
な
自
分
の
意
見
を
言
う

ば
か
り
で
、
ま
と
め
て
み
る
と
常
識
的

な
内
容
に
終
始
す
る
傾
向
に
あ
る
。
つ

ぎ
に
、
同
じ
会
社
の
メ
ン
バ
ー
が
集

ま
っ
た
勉
強
会
の
場
合
。
ま
ず
、
手
を

挙
げ
る
人
が
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。

指
名
す
る
と
鋭
い
意
見
を
発
言
さ
れ
る

の
で
、
さ
す
が
は
現
役
の
社
会
人
だ
と

感
心
す
る
が
、
周
り
の
目
を
気
に
す
る

態
度
や
意
見
が
多
く
、
活
発
な
議
論
に

な
り
に
く
か
っ
た
。
最
後
に
、
大
学
生

の
議
論
の
場
合
。
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が

「
前
の
人
と
同
じ
で
す
が
…
」
と
同
じ

回
答
を
繰
り
返
さ
れ
、
講
義
内
容
を
な

ぞ
っ
た
意
見
ば
か
り
が
見
ら
れ
る
。
だ

が
、
そ
の
な
か
に
は
鋭
い
意
見
を
言
っ

て
く
れ
る
人
も
現
れ
た
。

「
太
陽
光
発
電
を
普
及
さ
せ
る
と
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
外
国
か
ら
買
わ
な
く

て
も
よ
く
な
る
。
し
か
し
、
発
電
効
率

が
低
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
大
量
の
発

電
設
備
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
鉄
や
銅
や
ア
ル
ミ
、
そ
し
て

レ
ア
メ
タ
ル
な
ど
の
鉱
物
資
源
を
大
量

に
海
外
か
ら
購
入
す
る
必
要
が
生
じ

る
」

　

資
源
貧
国
で
あ
る
日
本
の
海
外
依
存

に
関
わ
る
意
見
は
、
鋭
い
慧
眼
と
評
し

た
い
。

　

発
言
し
た
学
生
に
対
し
、
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
意
見
を
も
っ
た
の
か
尋
ね
て
み

る
と
、
初
め
か
ら
こ
う
し
た
意
見
を

も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ほ

か
の
学
生
た
ち
の
発
言
を
聞
き
な
が
ら
、

考
え
が
膨
ら
ん
で
い
っ
た
結
果
だ
と
い

う
の
だ
。
専
門
的
な
知
識
や
経
験
が
乏

し
い
と
思
え
る
学
生
が
、
他
者
の
発
言

を
も
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
多
様
な

意
見
が
生
ま
れ
る
「
議
論
の
場
」
を
つ

く
る
う
え
で
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
も
の
で

あ
る
。

﹁
知
識（
情
報
）﹂と

﹁
知
恵（
新
た
な
発
想
）﹂

　

欧
米
に
追
い
つ
け
追
い
こ
せ
の
時
代

で
あ
れ
ば
、
専
門
家
の
言
動
や
海
外
の

動
き
、
す
な
わ
ち
最
先
端
の
「
知
識

（
情
報
）」
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
優
先

さ
れ
た
。
し
か
し
現
代
に
お
い
て
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば
情
報

な
ど
即
座
に
得
ら
れ
る
。
最
も
大
事
な

の
は
「
知
恵
」、
言
い
換
え
れ
ば
「
新

た
な
発
想
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
知
識
が
な
け
れ
ば
浅
は

か
な
知
恵
に
し
か
な
ら
ず
、
か
と
い
っ

て
知
識
だ
け
が
豊
富
に
あ
っ
て
も
知
恵

に
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
。
で
は
、
知

識
と
知
恵
の
あ
い
だ
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ

ン
ク
を
結
ぶ
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
だ

ろ
う
か
。

　

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
知
識
（
情

報
）
は
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
を
あ
ま
り

も
た
な
い
（
な
く
て
も
い
い
と
い
う
意
味

で
は
な
い
）。
知
識
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら

に
考
え
て
、
調
べ
て
、
思
考
を
重
ね
て
、

豊
か
な
発
想
を
育
む
に
は

︱
︱﹁
議
論
の
場
﹂の
大
切
さ

大
学
講
義
や
学
会
講
演
等
の
機
会
に
︑

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
話
題
提
供
を
行

っ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
活
動
を
通
し
て
︑

聴
講
者
の
発
言
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
多
く

あ
る
︒
私
の
経
験
を
も
と
に
︑﹁
議
論
の

場
﹂を
活
性
化
す
る
豊
か
な
発
想
が
育

ま
れ
る
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
述
べ
て
み

た
い
︒

前
田
章
雄

M
aeda Akio

［
ま
え
だ
・
あ
き
お
］

大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

文
化
研
究
所
研
究
員
。
1
9
9
1
年
、
大
阪

ガ
ス
㈱
入
社
後
、
産
業
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
部

門
で
主
に
工
業
炉
分
野
の
都
市
ガ
ス
営
業
か

ら
、
営
業
企
画
、
技
術
開
発
等
を
経
た
後
、

2
0
1
9
年
よ
り
現
職
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
産

業
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
広
く
情
報
発
信
を

行
っ
て
い
る
。

5051 C E L   S e p t e m b e r   2 0 2 4C E L   S e p t e m b e r   2 0 2 4



█ 図2：知識と知恵の大きな隔たり█ 図3：好奇心のツノ と
い
う
作
業
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
付
加
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幅
広
い
「
知

識
」
を
高
い
「
意
識
」
で
も
っ
て
自
分

な
り
の
「
見
識
」
に
ま
で
昇
華
さ
せ
て

こ
そ
、
初
め
て
有
益
に
な
る
（
図
2
）。
こ

こ
で
い
う
「
見
識
」
と
は
、
あ
く
ま
で

そ
の
人
が
考
え
た
仮
説
に
し
か
過
ぎ
な

い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
専
門
家
の

意
見
も
キ
チ
ン
と
押
さ
え
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
既
知
の

情
報
を
う
の
み
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
先
を
自
分
な
り
に
考

え
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
こ
と
が
、

よ
り
大
切
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
そ
こ
ま
で
し
て
も
新
た
な
発

想
に
た
ど
り
着
け
る
と
は
限
ら
な
い
。

先
の
学
生
が
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
に
た
ど

り
着
い
た
の
は
、
他
の
学
生
の
発
言
を

聞
き
、
解
釈
を
膨
ら
ま
せ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
の
解
釈

と
他
者
の
解
釈
が
接
し
た
際
、
そ
れ
ら

の
あ
い
だ
で
化
学
反
応
が
起
こ
り
、
新

た
な
発
想
が
生
み
出
さ
れ
た
わ
け
だ
。

知
恵
と
は
、
こ
の
よ
う
な
偶
発
性
で
生

ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ダ
イ
バー
シ
テ
ィ
＆

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョン
に
つ
い
て
の
一
考
察

　

自
分
な
り
の
解
釈
と
他
者
の
解
釈
が

偶
発
的
に
出
会
い
、
化
学
反
応
を
起
こ

し
た
結
果
、
新
た
な
発
想
が
喚
起
さ
れ

る
。
こ
の
化
学
反
応
を
生
み
出
す
状
況

を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、「
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
＆
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
は
、
女
性
の
登

用
と
曲
解
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る

が
、
本
来
の
意
味
は
も
っ
と
広
い
。
多

様
性
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
観
点
の
属
性
を
も
つ
多
種
多
様
な
人

材
が
組
織
の
中
に
所
属
し
て
い
る
状
態

を
指
す
。

　

一
方
で
、
多
様
な
意
見
と
接
し
た
と

し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
度
量
と

積
極
性
が
な
け
れ
ば
、
何
も
変
わ
ら
な

い
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
イ
ン
ク

ル
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
と
は
包
含
性
を
意
味
す
る
が
、

多
様
な
人
材
の
個
々
の
特
性
が
活
か
さ

れ
て
い
る
状
態
を
指
し
て
い
る
。

　

日
本
社
会
は
元
来
、
同
一
民
族
・
同

一
言
語
の
割
合
が
高
く
、
企
業
組
織
に

お
い
て
は
男
性
優
位
の
形
態
が
長
く
続

い
て
き
た
。
右
肩
上
が
り
の
成
長
時
代

に
お
い
て
は
、
す
で
に
顕
在
化
し
て
い

る
課
題
に
対
し
て
単
一
の
解
決
策
を
示

せ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
同
質
化

し
た
組
織
の
ほ
う
が
よ
り
早
く
解
に
到

達
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
別
の
言

い
方
を
す
れ
ば
、
少
数
意
見
を
切
り
捨

て
て
き
た
一
面
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
す
す
み
、

情
報
が
即
座
に
世
界
中
を
駆
け
巡
る
現

代
社
会
で
は
、
多
様
性
す
な
わ
ち
個
人

が
認
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

新
た
な
提
案
に
対
し
て
過
去
の
前
例
や

有
識
者
の
意
見
を
求
め
る
昭
和
的
な
古

い
感
覚
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生

き
抜
く
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
イ
ケ

イ
ケ
ド
ン
ド
ン
の
成
長
時
代
か
ら
、
あ

る
程
度
飽
和
し
た
成
熟
社
会
に
な
っ
た

現
代
に
お
い
て
は
、
個
人
を
尊
重
す
る

と
と
も
に
、
多
様
な
意
見
か
ら
生
ま
れ

る
豊
か
な
発
想
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
基
本
と
な
る
の
が
、
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
＆
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。

　

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
私
な
り
の
言
葉

で
言
い
換
え
る
と
、「
い
ろ
い
ろ
な
意

見
を
身
近
に
お
く
こ
と
」
で
あ
る
。
特

に
大
学
生
な
ど
若
い
人
た
ち
は
、
日
常

か
ら
情
報
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
議
論
の
場
」
で
貴
重
な

意
見
を
発
す
る
こ
と
も
多
く
あ
る
。
そ

し
て
、
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
は
「
い
ろ

い
ろ
な
意
見
を
受
け
入
れ
る
こ
と
」
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
他
者
の
意
見
を
求
め
る

だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
も
ま
た
他
者

か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
る
存
在
に
な
る

必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
＆
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
理
想
的

な
状
態
に
な
る
に
は
、「
い
ろ
い
ろ
な

意
見
を
出
す
自
分
に
な
る
こ
と
」
が
必

要
だ
。

好
奇
心
の
ツ
ノ
を　
　
　
　
　

た
く
さ
ん
持
と
う
！

　

で
は
、「
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
出
す

自
分
」
に
な
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、「
好

奇
心
」
が
求
め
ら
れ
る
。
ベ
ン
チ
ャ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功
し
た
人
に
そ
の
成
功

の
秘
訣
を
伺
っ
た
際
、「
好
奇
心
の
ツ

ノ
を
育
て
る
こ
と
だ
」
と
言
わ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
成
功
者
に
共
通
す
る
こ
と

は
、
誰
も
が
好
奇
心
旺
盛
で
あ
り
、
行

動
力
が
誰
よ
り
も
あ
る
と
い
う
の
は
皆

さ
ん
も
了
解
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

の
好
奇
心
が
、
チ
ャ
ン
ス
を
掴
む
の
だ

と
い
う
。

　

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
イ
ラ
ス
ト
化
し
た

の
が
図
3
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
地
球

と
し
、
チ
ャ
ン
ス
は
宇
宙
空
間
を
飛
び

回
る
彗
星
と
し
て
表
し
た
。
彗
星
は
地

球
の
周
辺
を
飛
び
回
っ
て
い
る
だ
け
で
、

地
球
に
衝
突
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

こ
の
彗
星
が
ぶ
つ
か
る
の
を
待
つ
の
で

は
な
く
、
自
発
的
に
取
り
込
む
た
め
の

も
の
が
、
好
奇
心
の
ツ
ノ
で
あ
る
。
ツ

ノ
は
地
球
に
近
づ
い
て
き
た
彗
星
を
絡

ま
せ
、
自
ら
の
も
と
へ
と
引
き
寄
せ
る
。

知恵
＝

新たな発想

×

多様性 （ダイバーシティ）

受容性 （インクルージョン）
＆

見識
＝

自分なりの解釈

知識
＝
情報

意識

見識
＝

他者の解釈

知識
＝
情報

意識

　

こ
の
ツ
ノ
は
み
ん
な
持
っ
て
い
る
が
、

長
さ
や
数
は
ま
ち
ま
ち
。
専
門
を
深
め

れ
ば
ツ
ノ
は
長
く
な
る
し
、
領
域
を
広

げ
れ
ば
ツ
ノ
は
増
え
る
。
多
く
の
ツ
ノ

を
持
つ
人
、
長
い
ツ
ノ
を
持
つ
人
、
つ

ま
り
好
奇
心
が
旺
盛
な
人
が
、
チ
ャ
ン

ス
と
い
う
彗
星
を
掴
む
の
で
あ
る
。
成

功
者
が
言
う
「
私
は
運
が
よ
か
っ
た
」

と
い
う
状
況
は
、
本
当
に
運
が
よ
か
っ

た
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
好
奇
心
の

ツ
ノ
を
伸
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
チ
ャ

ン
ス
を
掴
む
機
会
を
増
や
し
た
結
果
で

あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
「
好
奇
心
の
ツ
ノ
を
長
く
す

る
」
こ
と
は
、
前
述
し
た
「
知
識
を
自

分
な
り
の
解
釈
に
ま
で
昇
華
さ
せ
る
」

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ツ
ノ
（
見
識
）

と
い
う
引
き
出
し
を
ど
れ
だ
け
多
く

も
っ
て
い
る
か
、
ツ
ノ
を
長
く
す
る
努

力
を
ど
れ
だ
け
行
っ
て
き
た
か
、
と
い

う
行
動
（
プ
ロ
セ
ス
）
が
他
者
を
引
き

寄
せ
、
通
常
で
は
気
づ
か
な
い
運
を
モ

ノ
に
で
き
る
か
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
い
う
ツ
ノ
は
分
野
を

固
定
し
な
い
方
が
望
ま
し
い
。「
自
動

車
エ
ン
ジ
ン
の
開
発
者
が
、
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の
進
化
論
に
刺
激
さ
れ
た
」
よ
う
に
、

越
境
し
た
分
野
の
話
題
が
化
学
反
応
の

一般の人

成功した人

2022 年 4月～ 2023 年10月

2023 年11月～毎週連載

元
と
な
る
こ
と
は
多
く
あ
る
だ
ろ
う
。

　

私
の
経
験
を
も
と
に
、
多
様
な
意
見

を
も
つ
人
間
を
育
み
、
豊
か
な
「
議
論

の
場
」
を
つ
く
る
要
因
を
探
っ
て
み
た

つ
も
り
で
あ
る
。
今
回
の
レ
ポ
ー
ト
が

そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

https://www.og-cel.jp/column/index.html

連載期間エネルギーよもやま話

連載期間歴史に学ぶエネルギー

エネルギー・文化研究所のホームページで連載しているコラム
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日
本
の
鰻
さ
ば
き

去
年
の
夏
、
調
査
で
訪
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
ラ
オ
ス
で
食

べ
た
鰻
料
理
が
日
本
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
の
で
驚
い
た
。
そ

れ
は
、
ぶ
つ
切
り
に
し
た
鰻
を
カ
レ
ー
粉
と
唐
辛
子
と
香
草

を
入
れ
て
煮
込
み
、
泥
臭
さ
を
他
の
食
材
で
消
し
て
食
べ
る

一
皿
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
鰻
を
包
丁
で
開
い
て
か
ら
串

打
ち
し
、
蒸
し
、
焼
き
、
タ
レ
を
付
け
て
香
ば
し
い
焦
げ
目

を
付
け
る
。
泥
臭
さ
は
幾
重
に
も
手
間
を
か
け
て
取
り
除
か

れ
る
の
で
あ
る
。
背
割
り
に
し
て
か
ら
蒸
し
て
焼
く
の
が
江

戸
、
腹
開
き
に
し
て
蒸
さ
ず
に
焼
く
の
が
大
阪
と
い
う
東
西

の
違
い
も
あ
る
。
武
士
社
会
の
江
戸
で
は
「
切
腹
」
を
嫌
っ

て
背
割
り
に
す
る
、
と
い
う
の
は
冗
談
の
よ
う
に
も
聞
こ
え

る
が
、
あ
な
が
ち
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
越
後
（
新
潟
県
）

の
村
上
で
職
を
失
っ
た
武
士
た
ち
が
作
り
始
め
た
「
塩
引

鮭
」
が
、
腹
を
一
部
切
ら
ず
に
開
い
て
干
さ
れ
た
歴
史
な
ど

を
知
る
と
、
魚
さ
ば
き
に
人
び
と
の
心
情
と
粋
な
ユ
ー
モ
ア

が
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

手
間
を
か
け
て
さ
ば
く
か
ら
こ
そ
、
余
す
こ
と
な
く
食
べ

ら
れ
る
。
鰻
の
肝
や
骨
は
別
に
し
て
か
ら
素
揚
げ
や
肝
吸
い

に
し
て
供
さ
れ
る
。
頭
は
捨
て
て
し
ま
う
江
戸
と
違
っ
て
、

大
阪
で
は
頭
を
付
け
た
ま
ま
蒲
焼
に
し
、
最
後
に
落
と
す
。

こ
れ
が
「
半
助
」
と
呼
ば
れ
て
安
価
で
売
ら
れ
て
い
た
。
豆

腐
と
葉
葱
と
一
緒
に
煮
込
む
「
半
助
豆
腐
」
は
、
い
か
に
も

始
末
な
大
阪
ら
し
い
庶
民
の
料
理
だ
。

ま
む
し
は
「
ま
ぶ
し
」あ
る
い
は「
ま
ま
む
し
」

大
阪
で
は
鰻
飯
の
こ
と
を
「
ま
む
し
」
と
呼
ぶ
。

ま
む
し
は
、
鰻
を
ひ
と
口
大
に
切
り
、
ご
飯
の
間
に
挟
む

よ
う
に
し
て
、
上
に
は
タ
レ
を
か
け
る
。
ご
飯
の
上
に
「
ど

る
と
、
子
ど
も
心
に
も
嬉
し
い
も
の
だ
っ
た
。
フ
タ
を
開
け

る
と
ひ
と
口
大
に
切
っ
た
鰻
が
の
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
大

阪
風
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
至
る
。
私
が
家
で
食
べ
て
い
た
の

は
、
母
が
作
る
庶
民
的
な
鰻
飯
で
あ
る
。

私
が
子
ど
も
だ
っ
た
1
9
7
0
～
80
年
代
、
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
、
や
や
高
価
と
は
い
っ
て
も
手
ご
ろ
な
値

段
の
鰻
が
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
鰻
の
蒲
焼
は
水
産
加

工
品
と
し
て
1
9
7
0
年
代
に
急
速
な
躍
進
を
遂
げ
た
［
＊

2
］。
そ
の
背
景
に
は
養
殖
技
術
が
格
段
に
高
ま
り
、
静
岡
県

を
は
じ
め
と
し
て
日
本
各
地
に
鰻
の
産
地
が
形
成
さ
れ
た
と

い
う
変
化
が
あ
っ
た
。
謎
に
包
ま
れ
た
鰻
の
生
態
が
研
究
さ

れ
、
稚
魚
が
台
湾
や
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

た
。
最
近
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
中
で
鰻
そ
の
も
の
が
海

を
越
え
て
取
引
さ
れ
る
一
方
、
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
る

な
ど
、
話
題
が
尽
き
な
い
。
今
昔
を
問
わ
ず
、
胃
袋
の
欲
求

は
功
罪
を
伴
い
な
が
ら
万
物
を
動
か
す
原
動
力
と
な
っ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
わ
っ
て
、
江
戸
時
代
に
は
鰻
の
産
地
を
め
ぐ
る

興
味
深
い
話
が
あ
る
。
江
戸
で
は
江
戸
前
鰻
の
番
付
表
が
作

ら
れ
る
一
方
、
そ
れ
以
外
、
つ
ま
り
他
所
か
ら
届
く
鰻
を

「
旅た

び

鰻う
な
ぎ

」
と
呼
び
、
格
下
と
評
し
た
。『
職
人
尽
絵
詞
』
に
も
、

「
旅
鰻
」
で
は
な
い
江
戸
前
鰻
を
焼
い
て
い
る
と
宣
伝
す
る

言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
［
＊
3
］。

と
こ
ろ
が
、
大
阪
で
は
「
旅
鰻
」
が
格
上
と
評
さ
れ
て
い

た
。
老
舗
「
い
づ
も
や
」
の
店
名
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、

江
戸
時
代
、
高
級
鰻
は
出
雲
（
島
根
県
）
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
。

出
雲
の
中
海
で
採
れ
た
鰻
は
約
30
日
間
か
け
て
生
き
た
ま
ま

天
秤
棒
に
吊
る
し
た
竹た

け

笊ざ
る

に
入
れ
ら
れ
、
旅
を
し
た
の
で
あ

る
。
竹
笊
に
は
中
海
の
海
藻
を
の
せ
、
一
里
ご
と
に
清
流
に

浸
し
て
鰻
が
死
な
な
い
よ
う
に
山
道
を
運
ん
だ
ら
し
い
。
出

雲
と
備
中
の
国
境
で
あ
る
四し

じ
ゆ
う
ま
が
り

十
曲
峠
を
越
え
て
摂
津
へ
、
気

う
だ
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
鰻
が
の
っ
た
関
東
風
も
良
い
が
、

お
目
当
て
の
宝
を
掘
り
出
す
が
ご
と
く
、
ご
飯
に
埋
も
れ
た

関
西
風
の
鰻
も
ま
た
何
と
も
言
え
な
い
魅
力
が
あ
る
。

な
ぜ
大
阪
で
は
鰻
飯
を
「
ま
む
し
」
と
呼
ぶ
の
か
。
そ
れ

に
は
諸
説
あ
っ
て
面
白
い
。

ご
飯
に
「
ま
ぶ
す
（
混
ぜ
る
）」
と
い
う
意
味
で
、
ま
む
し

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
1
つ
目
の
説
。
2
つ
目

は
、「
ま
ま
む
し
」、
つ
ま
り
ご
飯
で
蒸
す
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
心
斎
橋
に
あ
っ
た
老
舗
「
い
づ
も
や
」
の
主
人
が
語
る

に
は
、「
む
か
し
、
堺
に
た
い
へ
ん
う
な
ぎ
の
好
き
な
お
金

持
ち
が
い
た
。
丁
稚
に
大
阪
ま
で
行
か
せ
て
、
か
ば
焼
を

買
っ
て
帰
ら
せ
る
の
だ
が
、
冷
え
て
し
ま
う
と
ど
う
も
い
け

な
い
。
一
計
を
案
じ
て
、
あ
つ
い
ご
は
ん
の
中
に
入
れ
て

持
っ
て
帰
ら
せ
る
と
、
ほ
か
ほ
か
し
た
う
な
ぎ
が
食
べ
ら
れ

た
」
と
い
う
［
＊
1
］。
こ
れ
と
似
た
も
の
に
、
ご
飯
の
「
間
」

で
蒸
す
か
ら
、「
間ま

ま

蒸
し
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
説
も
あ
る
。

そ
う
と
は
知
ら
ず
、「
昼
飯
に
、
ま
む
し
で
も
ど
う
や
」

と
言
わ
れ
て
ぎ
ょ
っ
と
し
た
と
い
う
の
は
、
若
か
り
し
頃
の

父
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
ま
む
し
と
い
え
ば
、
ま
ず
毒
蛇

の
「
蝮ま

む
し

」
を
想
像
し
て
し
ま
い
、「
ま
む
し
を
食
べ
る
」
と

い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
耳
を
疑
う
人
も
少
な
く
な
い
の
で
は

な
い
か
。
た
と
え
大
阪
生
ま
れ
の
大
阪
育
ち
で
あ
っ
て
も
、

値
の
張
る
ま
む
し
は
日
常
の
食
事
で
は
な
い
か
ら
、
誰
に

と
っ
て
も
馴
染
み
の
あ
る
言
葉
と
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
大
人
に
な
っ
て
初
め
て
ま
む
し
を
食
べ
た
と
い
う
父

も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

旅
鰻
今
昔
―
出
雲
と
摂
津
を
つ
な
ぐ
鰻
街
道

父
が
「
今
日
は
ま
む
し
や
で
」
な
ど
と
言
う
の
で
、
私
は

子
ど
も
の
頃
か
ら
そ
の
名
に
親
し
ん
だ
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

の
朱
色
の
丸
い
お
重
が
一
人
分
ず
つ
食
卓
に
の
せ
ら
れ
て
い

の
遠
く
な
る
よ
う
な
道
の
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
海
水
と
淡

水
が
混
ざ
り
合
う
汽
水
で
獲
れ
た
鰻
は
臭
味
が
な
く
、
肉
が

柔
ら
か
く
て
脂
が
の
っ
て
い
る
高
級
品
と
し
て
重
宝
さ
れ
た

［
＊
4
］。

大
阪
は
水
の
都
で
あ
っ
た
か
ら
鰻
の
生
息
域
も
あ
っ
た
に

違
い
な
く
、
地
元
で
獲
れ
る
鰻
も
京
橋
の
川
魚
商
人
た
ち
が

扱
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
旅
鰻
が
重
宝

さ
れ
る
の
は
、
味
や
歯
ご
た
え
へ
の
飽
く
な
き
こ
だ
わ
り
だ

ろ
う
か
…
。
ど
う
や
ら
鰻
に
誘
わ
れ
て
、
探
究
の
沼
に
足
を

踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
家
で
処
分
す
る
と

言
わ
れ
て
引
き
取
っ
た
、
あ
の
懐
か
し
い
朱
色
の
お
重
を

引
っ
張
り
出
し
、
ま
ず
は
ま
む
し
を
味
わ
っ
て
か
ら
、
探
究

の
旅
へ
漕
ぎ
出
す
と
し
よ
う
か
。

ゆ
ざ
わ
・
の
り
こ
　
法
政
大
学
人
間
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境
学
部
教
授
︒
1
9
7
4
年
︑
大
阪

府
八
尾
市
生
ま
れ
︒
3
歳
で
東
京
︑
千
葉
へ
転
居
し
た
が
︑
祖
父
母
や
両

親
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
食
環
境
に
よ
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大
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の
胃
袋
﹂
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7
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史
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︑
第
12
回
河
合
隼
雄
学
芸

賞
受
賞
︶
な
ど
︑
食
や
排
泄
と
い
っ
た
人
間
の
根
源
的
な
生
命
行
動
か
ら

都
市
文
化
を
論
じ
た
話
題
作
を
続
々
発
表
︒

注＊
1 

佐
藤
哲
也
『
カ
ラ
ー
ブ
ッ
ク
ス
1
4
3 

大
阪
の
味
』
保
育
社
、
1
9
6
8
年
、

50
頁
。

＊
2 

野
村
信
之
「
関
西
鰻
蒲
焼
論
」『
水
産
養
殖
』
39
（
2
）、
1
9
9
1
年
、

2
2
9
～
2
3
1
頁
。

＊
3 

青
木
国
夫
ほ
か
編
『
江
戸
科
学
古
典
叢
書 

39
（
職
人
尽
絵
詞 

人
倫
重
宝
記
）』

恒
和
出
版
、
1
9
8
2
年
、
69
頁（
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

よ
り
閲
覧
）。

＊
4 

酒
井
亮
介
『
雑
喉
場
魚
市
場
史
―
―
大
阪
の
生
魚
流
通
』
成
山
堂
書
店
、

2
0
0
8
年
、
30
～
40
頁
。

◉
食
都
・
大
阪
が
育
ん
で
き
た
、

都
市
と
胃
袋
の
物
語
。

湯
澤
規
子
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方
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鰻
ま
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語
り

 

―
―
東
西
鰻
考 

画
＝
竹
田
嘉
文 大
阪
の

胃
袋
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――
東
大
寺
七
重
塔
の
復
元
と
古
河
パ
ビ
リ
オ
ン

〝
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り
〟

奈良文化財研究所が発表した東
大寺七重塔の復元案。出典／『東
大寺東塔の復元研究』より転載

奈良・東大寺に移設された古河パビリオ
ンの相輪。背景に大仏殿が見える。撮
影／橋爪節也

右／東大寺七重塔を模したEXPO’70の古河パビリオン。
上／展示室「コンピュートピア」の様子。右・上／写真提供／大阪府

去
る
４
月
24
日
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
が
発
表

し
た
天
平
時
代
創
建
の
奈
良
・
東
大
寺
七
重
塔
の

復
元
研
究
を
見
て
、
急
に
半
世
紀
前
の
万
博
会
場

の
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。

未
来
社
会
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
パ
ビ
リ
オ
ン
や

映
像
と
音
響
に
溢
れ
て
い
た
E
X
P
O　

だ
が
、

和
風
で
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
外
観
の
パ
ビ
リ
オ
ン
が

あ
っ
た
。
一
つ
は
竹
林
に
囲
ま
れ
た
松
下
館
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
「
古
代
の
夢
と
現
代
の
夢
」
を

テ
ー
マ
に
、
高
さ
八
十
六
メ
ー
ト
ル
の
塔
の
形
を

し
た
古
河
パ
ビ
リ
オ
ン
で
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
の
が
東
大
寺
に
東
西
二
基
が
建
て
ら
れ
た

七
重
塔
（
現
存
せ
ず
）
で
あ
る
。

古
河
パ
ビ
リ
オ
ン
は
古
代
日
本
人
が
理
想
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
塔
に
託
し
た
〝
新
し
い
世
界
〟
へ

の
夢
を
、
現
代
に
も
喚
起
さ
せ
よ
う
と
し
、
外
観

は
歴
史
的
建
造
物
だ
が
、
館
内
に
は
、
生
活
の
未

来
像
を
反
映
し
た
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い

う
展
示
室
が
設
け
ら
れ
た
。
公
式
長
編
記
録
映
画

『
日
本
万
国
博
』（
総
監
督
・
谷
口
千
吉
）
に
は
、
人
の
声

に
反
応
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
制
御
す
る
ロ

ボ
ッ
ト
ア
ー
ム
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
映
し
出
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
建
物
の
工
法
も
新
し
く
、
プ
レ

ハ
ブ
の
屋
根
を
リ
フ
ト
ア
ッ
プ
し
、
上
層
部
か
ら

順
に
組
み
立
て
ら
れ
、
最
上
層
は
回
廊
式
の
展
望

台
で
あ
っ
た
。

古
河
パ
ビ
リ
オ
ン
の
デ
ザ
イ
ン
も
万
博
当
時
の

研
究
を
具
現
化
し
た
も
の
だ
が
、
今
回
、
東
大
寺

の
委
託
で
最
新
研
究
に
よ
る
あ
ら
た
な
復
元
案
が

公
表
さ
れ
た
。
万
博
か
ら
五
十
年
後
の
未
来
で
あ

る
今
年
、
時
間
は
逆
行
し
、
千
二
百
年
も
隔
て
た

過
去
が
精
細
に
分
か
っ
て
き
た
の
が
面
白
い
。

東
大
寺
七
重
塔
の
復
元
案
は
一
層
目
の
大
き
さ

が
一
辺
約
十
五
メ
ー
ト
ル
四
方
で
、
高
さ
が
約

六
十
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
古
河
パ
ビ
リ
オ
ン
よ

り
約
十
八
メ
ー
ト
ル
低
い
が
、
京
都
の
東
寺
の
五

重
塔
が
約
五
十
五
メ
ー
ト
ル
、
中
国
・
西
安
の
大

雁
塔
が
約
六
十
四
メ
ー
ト
ル
な
の
で
、
偉
容
に
変

わ
り
は
な
い
。六
十
メ
ー
ト
ル
は
現
代
の
マ
ン
シ
ョ

ン
で
約
二
十
階
建
て
と
な
り
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ

ン
と
呼
ば
れ
る
物
件
と
な
る
。

古
河
パ
ビ
リ
オ
ン
は
万
博
終
了
後
に
解
体
さ
れ
、

東
大
寺
大
仏
殿
の
近
く
に
二
十
三
メ
ー
ト
ル
の
巨

大
な
相
輪
が
移
設
さ
れ
た
。
金
色
に
輝
く
相
輪
を

見
上
げ
る
た
び
に
、
万
葉
集
に
「
に
ほ
ふ
が
ご
と

く
今
盛
り
な
り
」
と
謳
わ
れ
た
平
城
京
と
、
高
度

成
長
期
の
日
本
が
重
な
り
あ
い
、
閑
静
な
奈
良
を

散
策
し
つ
つ
も
万
博
の
記
憶
が
よ
み
が
え
る
。

ʼ70

ＣＥＬからのメッセージ

“活きた場”が社会を変えていく

D aigasグループでは、2011年より年1回、グループ従

業員の社会貢献マインドの醸成を目的に「ソーシャル

デザインフォーラム」を開催している。社会課題解決に取り組

む社内外の方々に登壇いただく形で継続してきたが、一昨年

は「サードプレイス」を、昨年は「場づくり」をテーマに実施し

ている。この2回では、家とも職場とも違うところに、自分ら

しく心地よく過ごせる「第三の場所」を持つこと、趣味や社会

的活動などを通じて得た知見や人とのつながりを本業に活か

していくことの意義について伝えてきた。コロナ禍により出社

が叶わず、家＝職場という状況が長く続いたことから、職場

での仕事とともに社会的活動を再起動させることが必要と考

えてのことだ。

今回の『CEL』では「場づくりのその先へ」と題し、人々が

集まる場はどうマネジメントすれば“活きた場”となるのか、そ

こで生まれたアイデアやつながりが社会を変えていく原動力と

なり得るには何が必要なのかを、現場での実践を重ねている

方々とともに考えてきた。ここから得た知見は、多くの「場」

で活かすことができるであろう。そして安全・安心な環境をつ

くり、そこで生まれた関係性や着想を大事にすることは、自

分自身、ひいては企業の活性化にもつながっていくと考える。

お詫びと訂正
本誌134号（2024年3月1日発行）の8-13頁『「広場」を核にした、歩きたくなるま
ちづくり――富山「グランドプラザ」はなぜ成功したか』において、下記の通り誤り
がございました。ご関係の皆様および読者の皆様には大変ご迷惑をおかけしまし
た。お詫びして訂正いたします。

①10頁1段 5行目「『道にして広場、歩くのもくつろぐのも自由』」
　→「道にして広場、歩くのもくつろぐのも自由」（『』をトル）
②11頁1段 8行目「事務局」→「事務所」
③12頁2段10行目「都市の豊かさ」→「都市生活の豊かさ」
④12頁2段19行目「今は1週間に」→「開業後は1週間に」
⑤13頁1段 7行目「主役となる市町村などの」→「活動の後ろ盾となる市町村などの」

大阪ガスネットワーク㈱エネルギー・文化研究所
所長 冨尾博之 Tomio Hiroyuki
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橋爪節也（はしづめ・せつや） 
大阪大学名誉教授。1958 年、大阪府大阪市生まれ。東京藝術大学大学院修了。大阪市立近代美術館(仮称)建設準備室学芸員、
大阪大学総合学術博物館教授等を経て現在、名誉教授。専門は日本近世・近代美術史で、『橋爪節也の大阪百景』、『大大阪イメー
ジ 増殖するマンモス／モダン都市の幻像』（創元社）など著書多数。ドラマの時代考証も手がける。




	本文
	p001-012_2
	p014-037_2
	p038-043_2
	p044-045_2
	p046-049_2
	p050-057_2


