


人
の
心
に
寄
り
添
い
、
生
き
る
力
を
育
む
。

人
と
人
を
つ
な
ぎ
、
地
域
に
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
。

社
会
に
光
を
当
て
、
課
題
解
決
へ
の
道
を
ひ
ら
く
。

文
化
芸
術
に
多
く
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
な
か
、

｢

社
会
の
た
め
の
芸
術｣

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

自
ら
の
活
動
の
本
質
を
見
失
わ
ず
、

「
文
化
芸
術
に
で
き
る
こ
と
」を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、

文
化
芸
術
の
新
た
な
可
能
性
が
切
り
ひ
ら
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

今
号
で
紹
介
す
る
事
例
を
通
し
て
、

文
化
芸
術
が
持
つ
無
限
の
可
能
性
を
探
求
し
て
み
よ
う
。
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文化芸術にできること
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東京芸術祭2024  東京芸術劇場Presents 木ノ下歌舞伎『三人
吉三廓初買』（第一幕）より。現代と江戸、和洋が混然としたケレ
ン味あふれる衣装や、鉄パイプで組み上げた鳥居など、随所に
現代的なアレンジも盛り込まれた舞台。撮影／細野晋司

な
る
か
―
―
と
い
う
こ
と
を
や
り
た
く

て
立
ち
上
げ
た
も
の
な
の
で
、
そ
う

言
っ
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。

栗
本　

私
も
、
地
域
の
歴
史
や
古
典
芸

能
な
ど
の
物
語
を
、
現
代
の
人
に
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」

と
い
う
取
り
組
み
を
続
け
て
い
て
、
と

て
も
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
木
ノ
下
さ

ん
は
、
歌
舞
伎
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地

を
旅
し
て
背
景
の
読
み
解
き
を
試
み
た

ご
著
書
『
物
語
の
生
ま
れ
る
場
所
へ　

歌
舞
伎
の
源
流
を
旅
す
る
』（
淡
交
社
）

を
執
筆
さ
れ
、
2
0
2
4
年
4
月
か
ら

は
長
野
県
の
「
ま
つ
も
と
市
民
芸
術

館
」
の
芸
術
監
督
団
団
長
に
就
任
さ
れ

る
な
ど
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
や
関
係

性
を
意
識
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
続
け
て

お
ら
れ
ま
す
。
今
日
は
、
過
去
の
物
語

を
現
代
的
な
視
点
か
ら
伝
え
る
試
み
が
、

人
や
地
域
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

得
る
の
か
、
ご
一
緒
に
探
っ
て
い
け
た

ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

古
典
芸
能
と
の
出
会
い
で
、

常
識
の
枠
組
み
を
壊
さ
れ
る

栗
本　

古
典
芸
能
と
の
出
会
い
は
、
小

学
生
の
時
に
上
方
の
古
典
落
語
を
聞
い

た
の
が
最
初
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

木
ノ
下　

3
年
生
の
時
で
す
。
僕
は
和

歌
山
市
の
生
ま
れ
な
の
で
す
が
、
町
内

会
の
催
し
で
初
め
て
生
の
落
語
を
聞
い

て
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し

た
。
と
い
う
の
も
、
子
ど
も
の
時
分
は

漫
画
や
ア
ニ
メ
な
ど
目
で
〝
観
る
〟
も

の
が
と
て
も
多
か
っ
た
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
落
語
は
、
お
じ
さ
ん
が
ひ
と
り
座

布
団
に
座
っ
て
話
し
て
い
る
だ
け
の
地

味
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
の
に
、
言
葉
や

ち
ょ
っ
と
し
た
所
作
だ
け
で
頭
の
中
で

物
語
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ビ

ジ
ュ
ア
ル
が
な
い
こ
と
で
、
か
え
っ
て

想
像
す
る
面
白
さ
を
知
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
落
語
に
夢
中
に
な
り
、
桂

米
朝
［
＊
2
］
師
匠
の
追
っ
か
け
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
折
、

『
米
朝
落
語
全
集
』（
創
元
社
）
を
親
に

買
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に

よ
る
と
、
古
典
芸
能
と
い
う
の
は
何
百

年
も
脈
々
と
変
わ
ら
ず
に
続
い
て
い
る

と
思
わ
れ
が
ち
な
と
こ
ろ
、
実
は
そ
う

で
は
な
く
―
―
多
く
の
ネ
タ
が
米
朝
師

匠
に
よ
っ
て
組
み
立
て
直
さ
れ
、
時
代

に
沿
っ
て
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
新
鮮
な
驚
き
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

自
分
も
古
典
と
現
代
の
橋
渡
し
を
す
る

仕
事
を
し
た
い
と
漠
然
と
思
う
よ
う
に

栗
本　

先
日
、主
宰
を
さ
れ
て
い
る
木
ノ

下
歌
舞
伎
の
公
演『
三さ

ん
に
ん
き
ち
さ
く
る
わ
の
は
つ
が
い

人
吉
三
廓
初
買
』

［
＊
1
］
を
拝
見
し
ま
し
た
。
題
材
は
古

典
な
が
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
あ
ふ
れ
る
役

者
さ
ん
に
よ
る
、
七
五
調
と
ラ
ッ
プ
調

を
混
在
さ
せ
な
が
ら
も
耳
な
じ
み
の
良

い
台
詞
や
音
楽
、
和
洋
折
衷
の
衣
装
な

ど
、
現
代
的
な
要
素
を
入
れ
つ
つ
も
原

作
を
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

非
常
に
楽
し
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
わ
か

り
や
す
く
、
怒
涛
の
展
開
に
最
後
ま
で

目
が
離
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

木
ノ
下　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

木
ノ
下
歌
舞
伎
自
体
、
江
戸
時
代
に
初

演
さ
れ
た
折
の
感
動
や
、
観
客
が
体
感

し
た
も
の
を
現
代
に
復
元
し
た
ら
ど
う

な
り
ま
し
た
。

栗
本　

歌
舞
伎
と
は
、
ど
の
よ
う
に
出

会
わ
れ
ま
し
た
か
。

木
ノ
下　

中
学
2
年
生
の
時
に
片
岡
我が

當と
う

［
＊
3
］
さ
ん
が
主
人
公
「
い
が
み
の

権
太
」
を
演
じ
た
『
義
経
千
本
桜
・
鮓す

し

屋や

の
段
』
を
観
た
の
が
最
初
で
す
。

栗
本　

源
平
の
合
戦
後
、
源
氏
と
平
氏

お
の
お
の
の
忠
義
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
と

し
て
有
名
な
作
品
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。

父
親
が
敗
将
の
平

た
い
ら
の

維こ
れ

盛も
り

を
か
く
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
荒
く
れ
者
の
権

太
が
、
命
を
懸
け
て
そ
の
窮
地
を
救
う

と
い
う
、
謎
解
き
も
交
え
な
が
ら
悲
し

さ
も
あ
る
物
語
で
す
。

木
ノ
下　

び
っ
く
り
し
た
の
は
、
現
代

劇
な
ら
見
せ
場
に
な
る
で
あ
ろ
う
不
良

だ
っ
た
権
太
が
改
心
す
る
場
面
が
一
切

描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
。
1
回
目
の
登

場
か
ら
2
回
目
の
登
場
の
間
で
、
も
う

改
心
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
最
後
は
、

演
じ
る
役
者
の
熱
量
で
納
得
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
、
語
り

や
表
現
の
強
さ
に
グ
ッ
と
き
た
ん
で
す

ね
。
自
分
が
今
ま
で
「
こ
れ
は
、
こ
う

い
う
も
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
る
常

識
の
枠
組
み
み
た
い
な
も
の
を
、
古
典

に
よ
っ
て
外
側
か
ら
壊
さ
れ
た
と
い
う

感
じ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
後
は
、
高
校

特
集
／
文
化
芸
術
に
で
き
る
こ
と
――
人
を
つ
な
ぎ
、社
会
を
ひ
ら
く

加
藤
し
の
ぶ
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

木
ノ
下
裕
一

栗
本
智
代

［�

大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱

エ
ネ
ル
ギ
ー・文
化
研
究
所
研
究
員
］

Kurim
oto Tom

oyo

Kinoshita Yuichi

［
木
ノ
下
歌
舞
伎
主
宰
／

　
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
芸
術
監
督
団
団
長
］

対
談

グランフロント大阪・北館のガーデンテラスにて。

 
地
域
の
物
語
、

 
そ
の
新
た
な
可
能
性
を
見
つ
め
直
す

 

―
―
伝
え
、共
感
し
、ひ
ら
き
、寄
り
添
う
力

 
地
域
の
物
語
、

 
そ
の
新
た
な
可
能
性
を
見
つ
め
直
す

 

―
―
伝
え
、共
感
し
、ひ
ら
き
、寄
り
添
う
力

［�

大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱

エ
ネ
ル
ギ
ー・文
化
研
究
所
研
究
員
］

加
藤
し
の
ぶ
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

加
藤
し
の
ぶ
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

「
今
の
街
の
景
色
と
古
典
で
描
か
れ
る
世
界
は
決
し
て
乖
離
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
地
続
き
で
あ
る
」

古
典
芸
能
の
秘
め
た
力
を
掘
り
起
こ
し
、
新
た
な
可
能
性
へ
と
つ
な
げ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
や
発
想
が
必
要
な
の
か
。

古
典
作
品
が
も
つ
歴
史
的
な
文
脈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
代
に
お
け
る
歌
舞
伎
上
演
の
可
能
性
を
常
に
発
信
し
、

い
ま
最
も
注
目
を
集
め
る
「
木
ノ
下
歌
舞
伎
」
主
宰
の
木
ノ
下
裕
一
さ
ん
に
、
お
話
を
伺
っ
た
。

「
今
の
街
の
景
色
と
古
典
で
描
か
れ
る
世
界
は
決
し
て
乖
離
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
地
続
き
で
あ
る
」

古
典
芸
能
の
秘
め
た
力
を
掘
り
起
こ
し
、
新
た
な
可
能
性
へ
と
つ
な
げ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
や
発
想
が
必
要
な
の
か
。

古
典
作
品
が
も
つ
歴
史
的
な
文
脈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
代
に
お
け
る
歌
舞
伎
上
演
の
可
能
性
を
常
に
発
信
し
、

い
ま
最
も
注
目
を
集
め
る
「
木
ノ
下
歌
舞
伎
」
主
宰
の
木
ノ
下
裕
一
さ
ん
に
、
お
話
を
伺
っ
た
。
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上／『夏祭浪花鑑』で団
七の義平次殺しの舞台と
なった長町裏は、現在、
アニメやフィギュアの専
門店が並ぶエリアに。撮影
／小林正和
下／堺から住吉、大阪に
至る物語の空間的構成を
描いた自筆の取材メモ。
提供／木ノ下裕一
出典（上下とも）／『物語
の生まれる場所へ   歌舞伎
の源流を旅する』（木ノ下
裕一著、淡交社）

生
の
時
に
文
楽
、
大
学
生
で
能
・
狂
言

と
、
芸
能
と
し
て
の
歴
史
の
古
い
も
の

へ
と
遡
っ
て
い
き
ま
し
た
。

栗
本　

木
ノ
下
歌
舞
伎
を
立
ち
上
げ
ら

れ
た
の
は
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
（
現
・

京
都
芸
術
大
学
）
在
学
中
の
2
0
0
6

年
で
し
た
ね
。

木
ノ
下　

西
洋
で
は
、
た
と
え
ば
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
を
現
代
的
に
新
解

釈
す
る
こ
と
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
で
も
、
日
本
の
古
典
を
新
解
釈
し

て
い
く
試
み
は
、
一
部
に
限
ら
れ
て
き

た
。
現
代
人
が
古
典
の
物
語
を
新
し
く

受
け
止
め
、
掘
り
下
げ
て
い
く
試
み
が

も
っ
と
あ
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と
考
え
て
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

〝
受
け
渡
し
可
能
〟な
形
で

古
典
芸
能
を
現
代
化
す
る
こ
と

栗
本　

選
ん
だ
古
典
の
題
材
を
ど
う
現

代
の
人
に
伝
え
る
か
、
観
て
も
ら
う
か

と
い
う
編
集
・
構
成
作
業
は
難
し
い
で

す
よ
ね
。
演
劇
は
社
会
を
映
す
鏡
と
も

言
わ
れ
ま
す
が
…
…
。

木
ノ
下　

ど
う
つ
な
い
で
い
く
か
は
と

て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
初
演
か
ら

何
百
年
も
経
っ
て
現
代
人
が
理
解
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
面
も
、
台
本
を
補
い
、

演
出
を
見
直
す
こ
と
で
わ
か
り
や
す
く

で
き
ま
す
か
ら
。『
三
人
吉
三
廓
初
買
』

も
幕
末
に
コ
レ
ラ
が
流
行
っ
た
2
年
後

が
初
演
で
、
そ
の
前
に
は
安
政
江
戸
大

地
震
も
あ
る
な
ど
震
災
と
疫
病
の
な
か
、

人
が
バ
タ
バ
タ
死
ん
で
い
っ
た
時
代
の

空
気
感
が
作
中
に
濃
厚
に
漂
っ
て
い
る
。

現
行
の
歌
舞
伎
で
観
て
い
て
も
あ
ま
り

感
じ
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
こ
が

鏡
に
な
り
得
る
と
思
い
、
そ
の
部
分
を

丁
寧
に
抽
出
す
る
と
、
そ
ん
な
風
に
見

え
て
く
る
し
、
そ
う
い
う
上
演
に
な
る
。

鏡
を
ど
う
磨
い
て
い
く
か
、
磨
く
人
に

よ
っ
て
違
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
面
白
い

で
す
ね
。

栗
本　

当
時
と
現
代
の
価
値
観
の
違
い

や
解
釈
な
ど
、
翻
訳
の
し
か
た
が
非
常

に
重
要
で
難
し
く
、
私
も
「
語
り
べ
シ

ア
タ
ー
」
の
台
本
づ
く
り
で
毎
回
悩
む

の
で
す
が
、
木
ノ
下
さ
ん
は
ど
の
よ
う

な
形
で
制
作
を
進
め
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

木
ノ
下　

古
典
芸
能
を
観
る
際
は
、

「
共
感
で
き
る
楽
し
さ
」
と
「
当
時
の

価
値
観
と
新
た
に
出
合
え
る
楽
し
さ
」

の
ふ
た
つ
が
あ
り
、
制
作
プ
ロ
セ
ス
で

も
、
両
方
の
楽
し
さ
を
意
識
し
て
い
ま

す
。
台
詞
も
旗
揚
げ
当
時
は
一
言
一
句

変
え
ず
に
上
演
し
て
い
ま
し
た
が
、
現

代
語
に
訳
す
方
が
よ
り
原
作
を
尊
重
す

る
こ
と
に
な
り
得
る
と
わ
か
っ
て
き
て

か
ら
は
、
す
べ
て
現
代
語
に
訳
し
た
り
、

歌
舞
伎
の
台
詞
と
現
代
語
を
交
ぜ
た
り

す
る
手
法
を
意
識
し
は
じ
め
ま
し
た
。

栗
本　
『
三
人
吉
三
廓
初
買
』
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
「
こ
れ
は
居
場
所
を
探
す

物
語
だ
」
と
木
ノ
下
さ
ん
が
書
か
れ
た

文
を
読
み
、
こ
の
物
語
を
と
て
も
身
近

な
も
の
に
感
じ
ま
し
た
。
価
値
観
の
大

き
く
違
う
江
戸
の
演
目
で
も
、
誰
も
が

自
分
た
ち
の
居
場
所
を
求
め
る
気
持
ち

は
一
緒
な
ん
だ
、
と
。
そ
う
い
う
誘い

ざ
な

い

の
糸
が
あ
る
だ
け
で
も
、
共
感
性
が
高

ま
り
ま
す
。

木
ノ
下　

ま
た
制
作
手
法
で
の
特
徴
と

し
て
、
木
ノ
下
歌
舞
伎
で
は
作
品
ご
と

に
演
出
家
や
俳
優
を
集
め
て
舞
台
を
創

る
形
式
を
取
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的
な

劇
団
で
は
、
主
宰
者
が
作
・
演
出
を
兼

ね
て
い
て
、
劇
団
員
と
呼
ば
れ
る
俳
優

が
い
ま
す
が
、
そ
の
選
択
は
し
な
か
っ

た
。
こ
れ
ま
で
も
、
日
本
の
古
典
を
現

代
演
劇
の
立
ち
位
置
か
ら
作
品
に
す
る

劇
団
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
多
く
は
演
技
の
メ
ソ
ッ
ド
と
表

裏
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
劇

団
で
し
か
上
演
し
得
な
い
形
式
に
な
る
。

そ
れ
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
が
、
僕
は
も
っ
と
多
く
の
方
々
や
次

の
世
代
に
も
〝
受
け
渡
し
可
能
〟
な
現

代
化
の
し
か
た
を
見
つ
け
た
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
演
技
者
の
身
体
的
メ
ソ
ッ
ド

に
頼
ら
ず
に
、
ど
う
い
う
定
石
の
踏
み

方
が
あ
る
か
、
ロ
ジ
ッ
ク
の
組
み
方
が

あ
る
か
と
い
う
思
考
の
メ
ソ
ッ
ド
を
求

め
た
ん
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
出
演
す
る
俳
優
の
皆

さ
ん
に
歌
舞
伎
俳
優
が
演
じ
て
い
る
舞

台
映
像
を
何
度
も
見
な
が
ら
、
動
き
や

し
ぐ
さ
、
台
詞
を
体
に
落
と
し
込
ん
で

も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
僕
ら
は

こ
れ
を
「
完
全
コ
ピ
ー
稽
古
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
が
、
そ
う
し
て
一
度
体
に
落

と
し
込
め
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
は
そ
れ

を
壊
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
、
い
わ
ば

汎
用
性
の
あ
る
メ
ソ
ッ
ド
を
構
築
す
る

こ
と
で
、
舞
台
が
終
わ
っ
た
後
も
演
出

家
や
俳
優
は
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
い
け

る
。
そ
の
営
み
を
通
じ
て
、
歌
舞
伎
そ

の
も
の
も
、
も
っ
と
広
が
っ
て
い
く
と

思
っ
て
い
ま
す
。

生
き
た
文
化
的
ア
ー
カ
イ
ブ

と
し
て
の
古
典
芸
能

栗
本　

先
日
、
社
会
人
の
娘
が
、
初
め

て
歌
舞
伎
の
古
典
作
品
を
観
劇
す
る
機

会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
舞
踊
は
楽
し
め

た
よ
う
で
す
が
、
近
松
門
左
衛
門
作

『
曽
根
崎
心
中
』［
＊
4
］
に
関
し
て
は
、

な
ぜ
心
中
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、

私
が
解
説
し
て
も
ど
う
し
て
も
理
解
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

木
ノ
下　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
解
釈
は

な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。
廓
の
価
値

観
も
、
当
時
の
死
生
観
も
、
今
で
は
理

解
し
が
た
い
。
た
だ
、
共
感
で
き
な
い

け
れ
ど
理
解
は
し
た
い
と
思
う
、
な
ぜ

そ
う
考
え
る
の
か
興
味
が
あ
る
と
い
う

立
ち
位
置
に
い
る
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

栗
本　

時
代
背
景
を
知
り
、
そ
の
時
代

を
生
き
た
人
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
を

感
じ
る
の
は
、
一
種
の
タ
イ
ム
ト
リ
ッ

プ
で
す
ね
。
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
、

既
成
概
念
が
覆
さ
れ
る
体
験
、
異
文
化

体
験
だ
と
言
え
ま
す
。

木
ノ
下　

異
文
化
を
知
り
、
最
大
限
の

敬
意
を
払
う
。
そ
の
う
え
で
あ
ら
た
め

て
、
今
の
時
代
や
自
身
の
も
の
の
考
え

方
、
生
活
文
化
な
ど
を
見
直
せ
る
と
思

い
ま
す
。

栗
本　

先
ほ
ど
、
歌
舞
伎
の
初
演
か
ら

数
百
年
経
っ
て
今
理
解
し
に
く
い
こ
と

を
わ
か
り
や
す
く
す
る
と
い
う
お
話
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
代
の
世
相
や

価
値
観
だ
け
で
な
く
、
物
語
が
生
ま
れ

た
土
地
に
住
む
人
で
も
そ
の
物
語
を
知

ら
な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

私
も
、
木
ノ
下
さ
ん
の
ご
著
書
で
『
夏な

つ

祭ま
つ
り

浪な
に
わ
の
か
が
み

花
鑑
』［
＊
5
］
の
「
長
町
裏
の
場
」

の
舞
台
と
な
っ
た
地
を
訪
ね
た
く
だ
り

を
読
ん
で
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。

木
ノ
下　

主
人
公
の
団
七
が
喧
嘩
沙
汰

で
入
れ
ら
れ
た
牢
か
ら
釈
放
後
、
住
吉

大
社
の
境
内
で
心
新
た
に
再
起
を
は
か

ろ
う
と
す
る
も
、
金
銭
に
目
が
な
い
強

欲
な
舅
の
義
平
次
に
我
慢
な
ら
ず
、
舅

を
殺あ

や

め
て
し
ま
う
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
作
品
で
す
。
そ
の
殺
し
の
現
場
が

長
町
裏
で
す
ね
。

栗
本　

こ
の
作
品
は
堺
か
ら
大
阪
へ
と

紀
州
街
道
を
北
上
し
な
が
ら
物
語
が
進

行
し
て
い
く
と
い
う
構
造
が
あ
る
こ
と

や
、
話
が
大
き
く
動
く
殺
害
の
場
を
長

町
裏
と
設
定
し
た
作
者
の
意
図
を
も
っ

と
考
察
し
て
も
よ
い
の
で
は
―
―
と
書

い
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

木
ノ
下　

歌
舞
伎
台
本
で
地
名
は
と
て

も
大
事
で
す
ね
。
登
場
す
る
地
名
を

マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、
距
離
感
や

移
動
時
間
が
実
際
に
ど
れ
く
ら
い
か
か

る
か
と
い
う
こ
と
が
地
理
的
に
把
握
で

き
、
物
語
が
断
然
立
体
的
に
迫
っ
て
き

ま
す
。
長
町
裏
周
辺
は
今
で
言
い
ま
す

と
、
大
阪
の
住
吉
か
ら
、
天
王
寺
動
物

園
前
・
恵
美
須
町
を
抜
け
て
北
上
し
た
、

日に
つ

本ぽ
ん

橋ば
し

の
あ
た
り
で
す
が
、
実
際
に
歩

い
て
み
る
と
東
京
の
秋
葉
原
の
よ
う
に

電
気
屋
や
ア
ニ
メ
や
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
専

門
店
が
並
ぶ
街
で
、
そ
こ
に
は
人
間
の

欲
求
と
か
欲
望
み
た
い
な
も
の
を
強
く

感
じ
る
。
こ
の
地
で
死
ん
だ
金
の
た
め

な
ら
何
で
も
す
る
義
平
次
と
い
う
男
を

象
徴
す
る
よ
う
な
街
の
系
譜
の
延
長
に
、

今
の
長
町
裏
・
日
本
橋
が
あ
る
と
し
た

ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

栗
本　

自
分
の
欲
望
に
素
直
に
生
き
る

人
が
集
ま
る
ま
ち
。
そ
の
よ
う
に
情
報

が
入
る
だ
け
で
、
今
こ
こ
に
立
っ
て
い

る
こ
と
の
意
味
や
街
の
見
え
方
が
ガ

ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
気
が
し
ま
す
。

木
ノ
下　

そ
う
で
す
よ
ね
。
今
の
街
の

景
色
と
古
典
で
描
か
れ
る
世
界
が
す
ご

く
乖
離
し
て
い
る
か
と
言
う
と
、
そ
う

で
は
な
く
て
地
続
き
な
ん
で
す
よ
。
た

と
え
ば
、
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
［
＊
6
］
の

展
望
台
に
上
る
と
、
遠
く
淡
路
島
の
方

ま
で
見
え
る
。
謡
曲
の
『
弱よ

ろ

法ぼ

師し

』［
＊

7
］
に
、
天
王
寺
か
ら
「
淡
路
絵
島
須

磨
明
石
、
紀
の
海
ま
で
も
み
え
た
り
」

と
あ
る
の
で
す
が
、
現
代
の
我
々
が
ハ

ル
カ
ス
か
ら
見
る
よ
う
な
感
覚
で
、
昔

は
天
王
寺
か
ら
淡
路
島
が
見
え
た
ん
だ

ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
昔
と
今
で
ま
っ

た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

そ
の
町
が
背
負
っ
て
き
た
歴
史
を
考
え

る
と
、
ど
こ
か
で
ち
ゃ
ん
と
つ
な
が
っ

て
い
る
よ
ね
と
感
じ
ら
れ
る
。
何
で
も
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まつもと市民芸術館で2024年4月に開催された『〜 0歳からお
年寄りまで、みんなのコンサート〜「はじめまして！」』の舞台より。
写真最前列右より木ノ下、石丸、倉田の各氏。写真提供／まつ
もと市民芸術館　撮影／山田毅

あべのハルカス展望台・地上300mから
見た夕陽。木津川から大阪南港を越えた
彼方には、淡路島も。撮影／栗本智代

典
芸
能
は
生
き
た
文
化
的
ア
ー
カ
イ
ブ

と
し
て
の
機
能
も
担
っ
て
い
る
」と
書
い

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
同
感
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し

て
の
機
能
を
き
ち
ん
と
活
か
す
と
い
う

か
、
つ
な
い
で
い
く
働
き
か
け
を
も
っ

と
積
極
的
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。
そ
の
街
に
生

き
る
人
が
自
分
の
住
む
地
域
の
物
語
を

き
ち
ん
と
知
る
こ
と
は
、
地
域
に
対
す

る
誇
り
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
し
、
地
域
の
新
た
な
価
値
創
出
に
も

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
ひ
ら
い
て
い
く
劇
場
」
―
―

ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
の
試
み

栗
本　

現
在
は
、
ま
つ
も
と
市
民
芸
術

館
の
芸
術
監
督
団
団
長
の
お
立
場
で
も

あ
り
ま
す
ね
。
舞
踊
部
門
の
倉
田
翠

［
＊
8
］
さ
ん
、
俳
優
、
歌
手
の
石
丸
幹
二

［
＊
9
］
さ
ん
、
木
ノ
下
さ
ん
の
3
人
体
制

で
の
芸
術
監
督
団
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な

体
制
で
の
取
り
組
み
は
い
か
が
で
す
か
。

木
ノ
下　

ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
は
、

僕
の
就
任
前
は
演
出
家
の
串
田
和
美

［
＊
10
］
さ
ん
が
芸
術
監
督
を
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
2
年
に
1
回
開
催
さ
れ
る

「
信
州
・
ま
つ
も
と
大
歌
舞
伎
」
な
ど

で
も
知
ら
れ
、
松
本
の
城
下
町
周
辺
で

の
認
知
度
は
高
い
の
で
す
が
、
城
下
町

を
は
ず
れ
る
と
知
名
度
が
落
ち
て
し
ま

う
。
松
本
市
全
域
に
劇
場
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
も
ら
い
、
多
く
の
方
た
ち
に

来
て
も
ら
お
う
と
、「
ひ
ら
い
て
い
く

劇
場
」［
＊
11
］
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
掲

げ
ま
し
た
。
チ
ー
ム
と
し
て
取
り
組
む

こ
と
に
よ
り
、
演
目
が
偏
ら
な
い
だ
け

で
な
く
、
公
演
ご
と
に
発
見
や
ス
リ
ル
、

自
分
た
ち
も
変
わ
っ
て
い
く
面
白
さ
が

あ
り
ま
す
。

　
僕
自
身
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
文
化
芸
術

の
不
要
不
急
が
議
論
さ
れ
た
際
、「
と

て
も
役
に
立
つ
」
と
い
う
主
張
が
多
く

の
方
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
に
、
一
種
の

危
う
さ
を
感
じ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
役

立
つ
も
の
は
、「
役
に
立
た
な
く
な
っ

た
ら
す
ぐ
に
切
り
捨
て
て
い
い
も
の
」

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
か

ら
。
問
題
は
、
そ
れ
ま
で
の
劇
場
が
時

間
な
ど
に
余
裕
の
あ
る
な
か
で
行
く
も

の
、
自
分
に
は
関
係
な
い
も
の
と
、
多

く
の
人
に
思
わ
せ
て
い
た
こ
と
で
は
な

い
か
―
―
来
る
人
が
少
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
劇
場
や
作
り
手
側
は
も
っ
と
反
省

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
。
だ
か
ら

こ
そ
、
今
は
と
に
か
く
劇
場
に
足
を
運

ん
で
い
た
だ
き
、「
私
の
人
生
に
劇
場

が
必
要
だ
」
と
思
っ
て
く
れ
る
方
を
増

な
い
景
色
も
大
事
な
も
の
に
見
え
て
く

る
、
と
い
う
こ
と
は
大
事
で
す
よ
ね
。

栗
本　

そ
の
昔
は
、
上
町
台
地
の
す
ぐ

西
は
崖
で
海
が
迫
っ
て
お
り
、
四
天
王

寺
は
、
西
門
・
石
鳥
居
か
ら
極
楽
浄
土

が
あ
る
と
さ
れ
る
西
に
向
か
っ
て
夕
陽

を
拝
む
「
日に

つ

想そ
う

観か
ん

」
の
聖
地
と
し
て
信

仰
を
集
め
ま
し
た
。
た
だ
、
河
川
の
改

修
や
埋
め
立
て
な
ど
に
よ
り
徐
々
に
海

岸
線
も
遠
く
な
り
。
今
は
ビ
ル
が
立
ち

並
ん
で
、
展
望
台
か
ら
で
な
い
と
海
が

見
え
ま
せ
ん
。

木
ノ
下　

そ
う
考
え
る
と
、
あ
べ
の
ハ

ル
カ
ス
の
展
望
台
も
一
部
の
方
た
ち
が

言
う
ほ
ど
に
は
悪
い
も
の
で
は
な
い
な
、

と
。
都
市
計
画
も
土
地
の
背
負
っ
て
き

た
来
歴
を
引
き
受
け
る
よ
う
な
発
想
が

大
事
だ
と
、
古
典
を
通
じ
て
よ
く
わ
か

り
ま
す
ね
。

栗
本　

ご
著
書
に
「
現
代
に
お
い
て
古

栗
本
智
代

（
く
り
も
と
・
と
も
よ
）

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
8
8
年
大
阪
ガ
ス
入

社
後
、
91
年
よ
り
現
職
。
94
年

よ
り
、
関
西
の
活
性
化
を
目
指

す
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
わ
が
ま
ち
の
歴
史
・
文
化

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
語
り
と
映
像
と
音
楽
に
よ
る
独
自
の

手
法
で
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
公

演
活
動
を
展
開
。

木
ノ
下
裕
一

（
き
の
し
た
・
ゆ
う
い
ち
）

木
ノ
下
歌
舞
伎
主
宰
。1
9
8
5

年
生
ま
れ
。
京
都
造
形
芸
術
大

学
（
現
・
京
都
芸
術
大
学
）
大

学
院
修
了
。
博
士
（
芸
術
）。
在
学

中
の
2
0
0
6
年
、
歌
舞
伎
や
能

の
古
典
演
目
を
補
綴
（
ほ
て
つ
）
し
、
現
代
的
な
解
釈
を

施
し
上
演
す
る
劇
団
・
木
ノ
下
歌
舞
伎
を
旗
揚
げ
。
代
表

作
に
『
勧
進
帳
』『
隅
田
川
』『
娘
道
成
寺
』『
義
経
千
本

桜
―
渡
海
屋
・
大
物
浦
―
』
な
ど
。
平
成
28
年
度
（
第
71

回
）
文
化
庁
芸
術
祭
賞
新
人
賞
受
賞
。
2
0
2
4
年
、
ま

つ
も
と
市
民
芸
術
館
芸
術
監
督
団
団
長
に
就
任
。

注＊
1 

安
政
7
（
1
8
6
0
）
年
初
演
。「
吉
三
郎
」
と
い

う
同
じ
名
前
を
も
つ
若
者
3
人
が
数
奇
な
運
命

に
翻
弄
さ
れ
る
物
語
に
、
商
人
と
花
魁
（
お
い

ら
ん
）
の
恋
を
巡
る
物
語
が
絡
む
群
像
劇
。
作

者
は
七
五
調
の
流
暢
な
台
詞
で
知
ら
れ
る
河
竹

黙
阿
弥
（
1
8
1
6
～
1
8
9
3
）。
木
ノ
下
歌
舞

伎
で
は
、
現
行
の
歌
舞
伎
で
は
省
か
れ
る
廓
の

話
を
入
れ
、
さ
ら
に
安
政
の
初
演
以
来
途
絶
え

て
い
た
「
地
獄
正
月
斎
日
の
場
」
を
約
1
5
0

年
ぶ
り
に
復
活
し
て
上
演
し
て
い
る
。

＊
2 

1
9
2
5
～
2
0
1
5
。
三
代
目
。
第
二
次
世
界

大
戦
後
、
滅
び
か
け
て
い
た
上
方
落
語
の
継
承
・

復
興
に
大
き
く
貢
献
。
人
間
国
宝
。

＊
3 

1
9
3
5
年
生
ま
れ
。
五
代
目
。
幅
広
く
堅
実
な

芸
風
で
知
ら
れ
る
、
上
方
歌
舞
伎
を
代
表
す
る

名
優
の
ひ
と
り
。

＊
4 

元
禄
16
（
1
7
0
3
）
年
、
大
坂
・
道
頓
堀
に
あ
っ

た
竹
本
座
初
演
の
人
形
浄
瑠
璃
・
文
楽
。
の
ち
に

歌
舞
伎
の
演
目
に
も
な
っ
た
、
相
愛
の
若
い
男
女

や
し
て
い
こ
う
と
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
い

ま
す
。

栗
本　

具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

木
ノ
下　

た
と
え
ば
『
～
0
歳
か
ら
お

年
寄
り
ま
で
、
み
ん
な
の
コ
ン
サ
ー
ト

～
「
は
じ
め
ま
し
て
！
」』
は
、
家
族

全
員
が
音
楽
を
楽
し
め
る
よ
う
に
企
画

し
た
も
の
で
、
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
い
て
も

騒
い
で
も
O
K
。
む
し
ろ
泣
き
声
も

演
奏
に
聞
こ
え
て
く
る
く
ら
い
で
い
い
。

こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
劇
場
に
お
い

て
静
か
に
す
る
と
い
う
「
常
識
」
が
、

あ
く
ま
で
最
大
公
約
数
と
し
て
の
大
人

を
基
準
に
し
て
い
る
と
い
う
点
や
、
お

子
さ
ん
連
れ
の
大
人
が
街
に
出
か
け
る

大
変
さ
な
ど
、
集
ま
っ
た
方
た
ち
を
取

り
巻
く
課
題
も
受
け
取
れ
る
ん
で
す
。

　
僕
の
企
画
で
言
う
と
、「
ひ
ら
く
古

典
の
ト
ビ
ラ
」
と
題
し
て
能
や
狂
言
、

あ
る
い
は
琵
琶
の
演
奏
と
と
も
に
『
平

家
物
語
』
の
朗
読
を
し
た
り
、
落
語
や

浪
曲
、
活
弁
な
ど
に
親
し
め
る
寄
席
な

ど
を
開
催
し
た
り
、
古
典
芸
能
を
多
彩

な
切
り
口
で
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
シ

リ
ー
ズ
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
障
が
い

の
あ
る
方
に
ど
う
や
っ
た
ら
演
劇
が
届

く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
は
聴
覚

と
視
覚
の
障
が
い
を
お
も
ち
の
方
に
、

ど
う
い
う
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
用
意

で
き
る
か
を
考
え
て
い
ま
す
。　
　
　

手
を
引
き
、
寄
り
添
う

文
化
芸
術
の
役
割
と
可
能
性

栗
本　

最
後
に
、
広
く
文
化
芸
術
が
果

た
す
役
割
に
つ
い
て
も
お
考
え
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
か
。

木
ノ
下　

コ
ロ
ナ
禍
の
時
期
、
ち
ょ
う

ど
『
更
級
日
記
』
を
読
ん
で
い
た
ん
で

す
。
菅す

が

原わ
ら
の

孝た
か
す
え
の
む
す
め

標
女
が
書
い
た
半
生
の

記
な
の
で
す
が
、
彼
女
は
子
ど
も
の
頃

す
ご
く
『
源
氏
物
語
』
に
憧
れ
て
、
読

み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
な

か
な
か
手
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

身
近
な
人
を
疫
病
で
亡
く
す
な
ど

シ
ョ
ッ
ク
な
こ
と
が
重
な
り
、
当
時
14

歳
の
彼
女
は
物
語
に
対
す
る
興
味
を
な

く
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
ん
な
娘
を

心
配
し
た
母
親
が
与
え
て
く
れ
た
の
が

『
源
氏
物
語
』
で
、
こ
れ
を
読
ん
で
い

る
う
ち
に
孝
標
女
は
「
お
の
づ
か
ら
慰

み
ゆ
く
」、
つ
ま
り
「
少
し
ず
つ
傷
が

癒
え
て
い
く
」
と
書
い
て
い
る
。
本
当

に
悲
し
い
時
、
辛
い
時
に
文
化
芸
術
は

す
ぐ
に
は
役
に
立
た
な
い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
そ
こ
か
ら
復
活
し
て
い
こ

う
と
す
る
と
き
に
引
っ
張
っ
て
く
れ
る

存
在
に
な
る
、
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

栗
本　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
、
当

時
、
私
の
所
属
し
て
い
た
合
唱
団
が
被

災
地
で
歌
う
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

震
災
か
ら
1
カ
月
経
つ
頃
で
、
果
た
し

て
歌
な
ん
て
歌
っ
て
い
い
も
の
か
と
緊

張
し
て
い
た
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
楽
し

ん
で
く
だ
さ
り
、
最
後
に
『
ふ
る
さ

と
』
を
歌
っ
た
と
き
は
、
歌
っ
て
い
る

私
た
ち
も
涙
が
自
然
に
あ
ふ
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
時
に
、
歌
は
直
接
に
役

立
つ
も
の
で
は
な
く
て
も
、
隣
で
寄
り

添
う
こ
と
は
で
き
る
の
だ
と
実
感
し
ま

し
た
。

木
ノ
下　
「
寄
り
添
う
」
と
い
う
言
葉
、

素
敵
で
す
。
僕
も
著
書
な
ど
に
サ
イ
ン

を
す
る
と
き
は
、
よ
く
「
古
典
に
寄
り

添
う
、
古
典
が
寄
り
添
う
」
と
い
う
言

葉
を
添
え
て
い
ま
す
。
古
典
は
い
つ
も

横
に
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
ふ
だ
ん
は
そ

の
存
在
に
気
が
付
か
な
い
。
で
も
、
あ

る
時
ふ
と
横
に
い
る
こ
と
を
発
見
し
て

興
味
を
も
っ
た
り
、
自
分
を
強
く
励
ま

し
て
く
れ
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
い
う
あ
り
方
が
、
一
番
し
っ
く
り

く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
常
に
横
に
い

さ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
僕
も
で
き
る

こ
と
を
考
え
続
け
、
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
で
す
ね
。

栗
本　

本
日
は
素
晴
ら
し
い
お
話
を
お

聞
か
せ
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

が
心
中
す
る
物
語
。

＊
5 

延
享
2
（
1
7
4
5
）
年
、
竹
本
座
初
演
の
人
形

浄
瑠
璃
で
、
の
ち
歌
舞
伎
に
。
浪
花
の
侠
気
の

男
た
ち
と
、
そ
の
妻
が
織
り
な
す
物
語
。

＊
6 

高
さ
3
0
0
m
の
大
阪
で
最
も
高
い
超
高
層
ビ
ル

（
2
0
2
5
年
3
月
現
在
）。
60
階
建
て
複
合
商
業

施
設
で
、
58
階
か
ら
60
階
に
展
望
台
が
あ
る
。

＊
7 

15
世
紀
前
半
に
成
立
。
大
坂
・
四
天
王
寺
の
観
音

菩
薩
の
救
済
に
ま
つ
わ
る
「
俊
徳
丸
（
し
ゅ
ん

と
く
ま
る
）
伝
説
」
を
も
と
に
し
た
作
品
。

＊
8 

1
9
8
7
年
生
ま
れ
。
演
出
家
、
振
付
家
、
ダ

ン
サ
ー
、akakilike

主
宰
。

＊
9 

1
9
6
5
年
生
ま
れ
。
俳
優
、
歌
手
。
劇
団
四
季

を
経
て
、
現
在
は
映
像
・
音
楽
分
野
で
も
幅
広

く
活
動
中
。

＊
10 

1
9
4
2
年
生
ま
れ
。
俳
優
、演
出
家
。
1
9
6
6
年
、

劇
団
・
自
由
劇
場
を
結
成
。
音
楽
劇
か
ら
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
、
現
代
劇
、
歌
舞
伎
ま
で
多
彩
な

作
風
で
知
ら
れ
る
。

＊
11 「
開
く
」「
拓
く
」「
易
く
」「
啓
く
」「
披
く
」
と
い
う

5
つ
の
「
ひ
ら
く
」
で
、
よ
り
多
面
的
な
劇
場
を
目

指
す
も
の
。
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商
店
街
や
街
角
、
学
校
や
福
祉
施
設
、
モ
ノ
レ
ー

ル
や
ク
ル
ー
ズ
船
さ
え
舞
台
に
な
る
。い
わ
ゆ
る〝
開

か
れ
た
劇
場
〞も
超
え
、
街
の
あ
ち
こ
ち
へ
演
劇
や

ダ
ン
ス
が
「
飛
び
出
し
て
い
く
」
劇
場
が
北
九
州
は

小
倉
の
街
に
あ
る
。
貸
館
や
巡
回
公
演
を
メ
イ
ン
に

す
る
各
地
の
劇
場
・
ホ
ー
ル
が
、
そ
の
存
在
意
義
を

問
わ
れ
る
な
か
、
文
化
施
設
と
し
て
の
高
い
ク
オ
リ

テ
ィ
を
維
持
し
つ
つ
、
市
民
と
共
に
新
た
な
価
値
を

創
造
し
、
時
に
は
地
域
の
課
題
解
決
ま
で
行
う
北
九

州
芸
術
劇
場
。
そ
の
取
り
組
み
の
数
々
に
、
地
域
の

文
化
芸
術
が
担
う
役
割
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
ぎ
っ
し

り
詰
ま
っ
た
同
劇
場
で
、
企
画
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の

中
心
的
な
役
割
を
担
わ
れ
る
龍
亜
希
・
𠮷
松
寛
子
の

両
氏
か
ら
、
詳
し
く
お
話
を
伺
っ
た
。

街
の
あ
ち
こ
ち
に
舞
台
や
芝
居
小
屋
を
つ
く
っ
た
り
、

学
校
や
福
祉
施
設
で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
行
っ
た
り
、
高
齢
者
の
記
憶
か
ら
生
ま
れ
た
戯
曲

を
毎
年
の
よ
う
に
上
演
し
た
り
…
…
。
ど
れ
も
北
九
州

芸
術
劇
場
が
媒
介
と
な
り
、
表
現
者
、
地
域
の
さ
ま
ざ

ま
な
団
体
、
そ
し
て
住
民
た
ち
が
協
力
し
て
実
現
し
て

き
た
企
画
だ
。

さ
ら
に
、
小
倉
駅
ビ
ル
の
開
口
部
か
ら
上
空
へ
と
滑

り
出
す
、
近
未
来
的
な
モ
ノ
レ
ー
ル
。
2
0
1
4
年
か

ら
行
わ
れ
た
「
日
本
初
の
モ
ノ
レ
ー
ル
演
劇
」
の
シ

リ
ー
ズ
は
、
通
常
ダ
イ
ヤ
の
合
間
に
運
行
さ
れ
る
特
別

便
で
上
演
さ
れ
た
と
い
う
、
ま
さ
に
舞
台
を
乗
せ
て
空

中
を
疾
走
す
る
列
車
だ
。
観
客
（
乗
客
）
を
未
知
の
世

界
へ
誘
う
よ
う
に
、
演
者
た
ち
は
車
両
の
中
で
歌
い
踊

す
役
割
は
小
さ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
工
場
で

働
く
労
働
者
ら
の
活
動
か
ら
、
市
内
に
多
く
の
劇
団
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
1
9
9
3
年
に
市
制
30
周
年
記
念
事

業
と
し
て
始
ま
っ
た
『
北
九
州
演
劇
祭
』［
＊
1
］
は
、

そ
ん
な
地
域
の
特
色
を
未
来
に
つ
な
ぎ
、
将
来
の
劇
場

開
設
ま
で
見
据
え
た
動
き
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
」

そ
の
頃
か
ら
市
は
老
朽
化
し
た
小
倉
北
区
役
所
や
商

業
施
設
の
跡
地
で
市
街
地
再
開
発
事
業
を
進
め
て
お
り
、

勝
山
公
園
内
に
あ
っ
た
旧
小
倉
市
民
会
館
の
機
能
を
移

転
し
、
小
倉
の
真
ん
中
を
流
れ
る
紫
川
周
辺
に
文
化
施

設
を
核
と
し
た
新
し
い
「
街
の
顔
」
を
つ
く
ろ
う
と
し

て
い
た
。
劇
場
を
中
心
に
し
た
賑
わ
い
づ
く
り
と
い
う

構
想
に
沿
っ
て
、
2
0
0
0
年
に
は
津
村
卓た

か
し

［
＊
2
］
氏

が
招
聘
さ
れ
て
劇
場
設
立
の
準
備
に
携
わ
る
。
そ
し
て

03
年
の
開
館
以
降
、
同
氏
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・
館
長

の
立
場
で
長
く
劇
場
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

北
九
州
市
の
よ
う
な
個
性
あ
る
地
方
都
市
で
、
街
を

象
徴
す
る
劇
場
を
一
か
ら
ど
う
つ
く
れ
ば
よ
い
の
か
。

初
め
て
の
挑
戦
に
、
津
村
氏
も
戸
惑
い
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。
そ
れ
で
も
引
き
受
け
た
の
は
、
当
時
の
市
長
を
は

じ
め
行
政
の
側
か
ら
「
第
二
次
産
業
が
衰
退
す
る
な
か
、

文
化
芸
術
の
力
で
人
を
集
め
て
ほ
し
い
。
で
も
、
劇
場

の
使
命
・
役
割
は
あ
く
ま
で
人
づ
く
り
」
と
い
う
明
快

な
方
針
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ

う
に
、
2
0
0
0
年
に
市
が
策
定
し
た
新
劇
場
の
「
事

業
計
画
書
」
で
も
、「
人
を
育
て
る
（
人
づ
く
り
）」
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。

ビ
ジ
ョ
ン
と
と
も
に
劇
場
づ
く
り
で
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
の
が
、
10
年
近
く
続
い
た
演
劇
祭
か
ら
劇
場

へ
と
引
き
継
が
れ
た
、
地
元
演
劇
人
や
劇
団
と
の
密
接

な
つ
な
が
り
だ
。
劇
場
の
設
立
に
当
た
っ
て
は
、
協
議

会
形
式
で
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
、
そ

の
関
係
性
は
今
で
も
生
き
て
い
る
。

北
九
州
市
を
中
心
に
活
動
す
る
劇
団
「
飛
ぶ
劇
場
」

の
代
表
・
泊と

ま
り

篤あ
つ

志し

［
＊
3
］
氏
が
、
劇
場
の
「
ロ
ー
カ
ル

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
」
と
い
う
肩
書
き
で
活
動
し
て
い
る
の

も
、
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
制
作
面
で
演
劇

関
係
者
と
橋
渡
し
を
行
っ
た
り
、
地
元
の
演
劇
フ
ァ
ン

に
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
、
熟
知
す
る
人
の
視
点
を

現
場
に
取
り
込
ん
で
い
る
意
味
は
大
き
い
。　
　
　
　

〝
経
済
活
動
と
し
て
の
演
劇
〟を

根
づ
か
せ
る
た
め
の
10
年
間

街
の
顔
と
な
り
、
賑
わ
い
づ
く
り
、
人
づ
く
り
の
拠

点
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
北
九
州
芸
術
劇
場
は
、
小
倉

城
に
も
隣
接
す
る
市
の
中
心
部
に
位
置
し
、
市
立
美
術

館
の
分
館
や
映
画
館
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
な
ど
が

入
る
複
合
ビ
ル
「
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
北
九
州
」
内
に
建

設
さ
れ
た
（
10
頁
図
）。
大
ホ
ー
ル
か
ら
小
劇
場
ま
で
3
つ

の
「
ハ
コ
」
や
稽
古
場
も
備
え
、
地
方
都
市
の
公
共
劇

場
と
し
て
は
恵
ま
れ
た
設
備
を
誇
る
。

そ
ん
な
北
九
州
芸
術
劇
場
は
「
観
る
」「
創
る
」「
育

つ
」「
支
え
る
」
と
い
う
4
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
掲
げ

て
い
る
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
活
動
は
そ
の
具
現
化
の
一

部
と
も
言
え
る
が
、
こ
こ
に
至
る
道
は
け
っ
し
て
平
坦

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
龍
氏
は
振
り
返
る
。

「
当
時
は
公
演
を
大
企
業
や
労
働
組
合
が
主
催
す
る
こ

と
も
多
く
、
演
劇
鑑
賞
を
福
利
厚
生
と
し
て
位
置
づ
け

り
、
駆
け
回
り
、
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
の
は
当
然
だ

ろ
う
。
モ
ノ
レ
ー
ル
の
運
営
会
社
と
北
九
州
芸
術
劇
場

が
力
を
合
わ
せ
て
実
現
さ
せ
た
企
画
は
、〝
街
の
な
か

へ
出
て
い
く
劇
場
〟
と
い
う
新
し
い
「
公
共
劇
場
」
の

あ
り
方
を
可
視
化
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
、
私
た
ち
が
「
劇
場
」
に
抱

く
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
心
地
よ
く
揺
さ
ぶ
る
。
な

ぜ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
。

「
演
劇
の
街
」の
新
劇
場
に

期
待
さ
れ
た
使
命
と
役
割

ご
自
身
も
地
元
・
北
九
州
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
い

う
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
龍
氏
は
ま
ず
、
舞
台
芸
術
を
観

た
り
演
じ
た
り
す
る
こ
と
の
好
き
な
人
が
多
い
―
―
そ

ん
な
「
演
劇
の
街
」と
し
て
の
土
壌
か
ら
語
り
は
じ
め
た
。

「
北
九
州
工
業
地
帯
に
立
地
す
る
大
企
業
や
労
働
組
合

で
は
、
古
く
か
ら
演
劇
サ
ー
ク
ル
を
は
じ
め
、
歌
や
踊

り
と
い
っ
た
表
現
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
東
京
や
大
阪
な
ど
に
比
べ
、
大
学
な
ど
が
果
た

上／走るモノレールを、そのまま舞台にした演
劇公演の様子。下／北九州工業地帯の夜景観
光クルーズを演劇とともに楽しむ公演も話題を
呼んだ。写真提供／北九州芸術劇場

脇
坂
敦
史
＝
取
材
・
執
筆

古
里
麻
衣
＝
撮
影

「
外
に
出
て
い
く
劇
場
」が

 

地
域
に
も
た
ら
し
た
力

 

――
北
九
州
芸
術
劇
場
の「
観
る
」「
創
る
」「
育
つ
」「
支
え
る
」

特
集
／
文
化
芸
術
に
で
き
る
こ
と
―
―
人
を
つ
な
ぎ
、社
会
を
ひ
ら
く

紫川にかかる橋上、北九州芸術劇
場が入る「リバーウォーク北九州」
を背景に、右から龍氏、𠮷松氏。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

［
公
益
財
団
法
人
北
九
州
市
芸
術
文
化
振
興
財
団
］

龍 

亜
希
　
𠮷
松
寛
子
　

脇
坂
敦
史
＝
取
材
・
執
筆

古
里
麻
衣
＝
撮
影
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認
知
さ
れ
る
。
観
客
も
目
が
肥
え
て
、
高
い
レ
ベ
ル
の

演
目
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。「
北
九
州
の
お
客
さ
ん

は
反
応
が
い
い
。
ス
タ
ッ
フ
も
演
劇
を
愛
し
て
い
る
の

が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
や
り
た
い
」
と
、
感
想
を

残
し
て
い
く
演
者
や
制
作
者
も
増
え
た
。

最
初
の
10
年
間
は
、
こ
う
し
た
「
観
る
」
劇
場
づ
く

り
を
中
心
に
地
道
な
努
力
を
重
ね
つ
つ
、
地
域
に
根
ざ

し
た
作
品
を
生
み
出
そ
う
と
（
＝
「
創
る
」）
模
索
し
、

こ
こ
で
演
劇
に
関
わ
る
人
を
増
や
し
て
い
っ
た
と
い
う

（
＝
「
育
つ
」）。
そ
れ
は
同
時
に
、
旧
市
民
会
館
の
機
能

を
引
き
継
ぐ
こ
の
劇
場
を
通
じ
て
文
化
活
動
を
行
う
市

民
の
環
境
づ
く
り
に
も
な
っ
た
（
＝
「
支
え
る
」）。　

観
る
か
ら
、
創
る
、
育
つ
、
支
え
る
へ

「
劇
場
の
外
に
出
る
」こ
と
の
意
味

や
が
て
、
4
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
相
互
が
密
接
に
関
わ

り
な
が
ら
、
北
九
州
市
独
自
の
文
化
芸
術
を
育
む
と
い

う
同
劇
場
な
ら
で
は
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
運
営
ス
タ
ッ

フ
に
も
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
龍
氏
が
思
い
出

す
の
は
、
当
初
か
ら
津
村
氏
が
強
調
し
て
い
た
「
劇
場

の
外
に
出
て
い
く
こ
と
」
と
い
う
言
葉
だ
。

「
当
時
は
ま
だ
、
各
事
業
を
と
に
か
く
滞
り
な
く
進
め

る
こ
と
が
大
変
で
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

『
街
に
暮
ら
す
人
た
ち
と
ど
う
向
き
合
え
る
か
、
そ
れ

が
地
域
の
劇
場
が
本
来
も
っ
て
い
る
活
動
の
意
味
だ
』

と
、
い
つ
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
ね
」

な
ら
ば
「
劇
場
の
外
に
出
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ

と
か
。
そ
れ
を
掴
ん
だ
き
っ
か
け
に
つ
い
て
、
舞
台
事

業
・
広
報
係
チ
ー
フ
の
𠮷
松
氏
が
語
っ
て
く
れ
た
。

「
2
0
1
0
年
く
ら
い
に
、
駅
に
近
い
京
町
銀
天
街
の

方
と
知
り
合
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
再
開
発
に
よ
り
賑

わ
い
の
中
心
か
ら
や
や
は
ず
れ
て
、
さ
び
れ
つ
つ
あ
る

と
い
う
危
機
意
識
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
、
ち
ょ
う
ど
そ

の
頃
―
―
私
た
ち
も
劇
場
の
中
だ
け
で
は
何
か
が
足
り

な
い
と
感
じ
、
街
で
暮
ら
す
人
た
ち
と
向
き
合
う
に

は
？
と
真
剣
に
考
え
は
じ
め
て
い
た
ん
で
す
。
そ
こ
で

ま
ず
、
商
店
街
の
空
き
店
舗
を
借
り
て
『
京
町
小
屋
寄

席
』
と
い
う
仮
設
の
舞
台
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
こ
を

起
点
に
、
イ
ベ
ン
ト
時
な
ど
に
さ
ま
ざ
ま
な
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
行
う
、
と
い
う
活
動
か
ら
始
め
た
ん
で
す
」

活
動
を
通
し
、
劇
場
の
存
在
を
よ
く
思
わ
な
い
人
が

い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
い
た
。
劇
場
の
客
に
と
っ
て
商

店
街
は
、
た
だ
の
「
通
り
道
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

通
じ
て
両
者
が
関
係
を
結
び
、
互
い
に
歩
み
寄
っ
た
と

い
う
「
実
感
」
を
も
て
た
。
小
さ
な
企
画
で
は
あ
っ
た

が
、
劇
場
ス
タ
ッ
フ
の
間
で
は
今
も
、
大
き
な
タ
ー
ニ

ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。　
　
　
　

「
そ
の
頃
、
市
内
福
祉
施
設
の
活
動
な
ど
を
調
べ
、

『
北
九
州
市
障
害
者
芸
術
祭
』
の
存
在
を
知
り
ま
し
た
。

バ
レ
エ
や
日
舞
な
ど
表
現
活
動
を
す
る
人
た
ち
の
、
い

わ
ば
発
表
会
の
よ
う
な
も
の
で
、
市
民
か
ら
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
劇
場
と
し
て
、
こ
う
い
う
人
た

ち
と
つ
な
が
り
、
何
か
を
や
っ
て
み
た
い
と
考
え
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
関
西
を
拠
点
に
活
動
す
る
セ
レ
ノ
グ
ラ

フ
ィ
カ
［
＊
5
］
さ
ん
と
い
う
ダ
ン
ス
カ
ン
パ
ニ
ー
の
お

ふ
た
り
に
声
を
か
け
、
関
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、

す
ご
く
可
能
性
を
感
じ
た
ん
で
す
」

劇
場
側
で
、
あ
ら
か
じ
め
企
画
を
立
て
る
の
で
は
な

く
、
ま
ず
は
出
会
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
何
を
し
た
い

か
を
一
緒
に
考
え
た
、
と
𠮷
松
氏
は
振
り
返
る
。

コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に

始
ま
り
、
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
一
緒
に
ダ
ン

ス
を
楽
し
む
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、「
レ
イ
ン

ボ
ー
ド
ロ
ッ
プ
ス
」
と
名
付
け
ら
れ
、
2
0
1
6
年

の
小
劇
場
で
の
単
独
有
料
公
演
に
ま
で
つ
な
が
っ
た
。

出
会
い
の
質
と
中
身
が
、
そ
の
後
の
活
動
の
あ
り
方
を

決
め
て
い
っ
た
の
だ
。
こ
の
時
は
、
𠮷
松
氏
を
は
じ
め

劇
場
ス
タ
ッ
フ
も
積
極
的
に
舞
台
に
参
加
し
た
と
い
う
。

「
す
ご
く
い
い
経
験
で
し
た
ね
。
言
葉
を
使
わ
な
い
身

体
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
有
効
性
を
実
感
し
ま
し
た
。

何
よ
り
も
障
が
い
者
と
い
う
存
在
に
、
こ
れ
ま
で
私
が

も
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
壊
さ
れ
た
…
…
彼
ら
の
た
め

に
何
か
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
私
た
ち
の
受
け
取
る
も

の
が
、
と
て
も
大
き
か
っ
た
ん
で
す
」

北
九
州
市
子
ど
も
・
若
者
応
援
セ
ン
タ
ー 「YELL

（
エ
ー
ル
）」
と
の
協
働
事
業
で
あ
る
「
若
者
応
援
芸
術

個
人
の
記
憶
か
ら
場
所
の
記
憶
を

若
い
才
能
と
共
に
紡
ぎ
出
す

こ
の
よ
う
に
、
設
立
後
10
年
経
っ
た
頃
か
ら
、
北
九

州
芸
術
劇
場
は
「
外
に
出
る
」
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て

い
っ
た
。
劇
場
が
よ
う
や
く
地
力
を
つ
け
、
市
民
の
間

で
も
存
在
が
広
く
認
知
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
そ
れ
を

可
能
に
し
た
と
言
え
る
。

な
か
で
も
、
街
に
暮
ら
す
高
齢
者
に
地
元
の
若
手
劇

作
家
た
ち
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
「
記
憶
」
を
集
め
、

演
劇
の
形
で
残
す
「
R
e
：
北
九
州
の
記
憶
」
の
公
演
は
、

2
0
1
3
年
に
始
ま
り
、
各
方
面
か
ら
高
い
評
価
を
得

て
い
る
。
単
な
る
記
録
で
は
な
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

芸
術
的
な
手
法
で
「
創
る
」
営
み
。
劇
場
側
も
、
そ
れ

が
「
創
る
」
活
動
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

各
20
分
ほ
ど
の
長
さ
の
作
品
に
は
、
門
司
港
駅
や

製
鉄
所
、
若
戸
大
橋
や
百
貨
店
・
井
筒
屋
な
ど
、
北
九

州
市
ら
し
い
場
所
や
食
べ
物
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
出

来
事
が
色
濃
く
に
じ
み
出
て
い
る
。
個
人
の
記
憶
と
暮

ら
し
た
街
へ
の
プ
ラ
イ
ド
が
地
域
の
記
憶
と
な
り
、
今

を
生
き
る
人
た
ち
に
も
届
く
。
作
品
を
観
れ
ば
魅
力
は

誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
多
く
の
人
に

と
っ
て
未
知
の
試
み
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
最
初
は
、
お
年
寄
り
が
語
っ
た
通
り
に
劇
に
な
っ
て

い
な
い
、
と
ご
本
人
か
ら
怒
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
」
と
苦
笑
す
る
𠮷
松
氏
も
、
こ
の
企
画
が
以
後
10
年

も
続
く
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
個
人
の
記
憶
を
扱
う
こ
と
の
重
み
、
そ
し
て
地
域
の

人
と
の
向
き
合
い
方
を
、
身
を
も
っ
て
教
わ
っ
た
1
年

目
で
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
公
演
も
ご
好
評
を
い
た
だ

き
、
長
く
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
」

そ
の
後
の
10
年
間
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
協
力
し
て

く
れ
た
高
齢
者
は
73
名
、
劇
作
家
50
名
、
出
演
者

1
1
7
名
を
数
え
る
。
作
品
づ
く
り
を
通
し
て
人
が

「
育
つ
」
う
え
で
も
、
そ
の
意
味
は
重
要
だ
っ
た
。
構

成
・
演
出
の
内
藤
裕ひ

ろ

敬の
り

［
＊
4
］
氏
の
指
導
・
ア
ド
バ
イ

ス
も
あ
り
、
若
い
劇
作
家
た
ち
に
は
貴
重
な
創
作
体
験

と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
計
2
0
0
0
人
も
の
観
客

が
、
小
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
作
品
を
「
観
る
」。
さ
ら

に
全
89
作
の
戯
曲
は
毎
年
、
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
図

書
館
に
寄
贈
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
波
及
効
果
が

長
い
時
間
を
か
け
て
広
が
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

障
が
い
者
や
若
者
、
子
ど
も
と
の

表
現
活
動
が
も
た
ら
し
た
も
の

2
0
1
3
年
に
始
ま
っ
た
福
祉
分
野
に
お
け
る
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
も
、「
外
に
出
る
」
劇
場
の

面
目
躍
如
と
言
え
る
。

る
こ
と
も
多
か
っ
た
土
地
柄
ゆ
え
、
開
館
当
時
、『
お

芝
居
は
無
料
で
観
る
も
の
』
と
思
っ
て
い
る
住
民
の
皆

さ
ん
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

〝
経
済
活
動
と
し
て
の
演
劇
〟
と
い
う
意
識
の
弱
い
と

こ
ろ
に
、
ど
う
や
っ
て
持
続
可
能
な
形
で
劇
場
を
根
づ

か
せ
た
の
か
。

「
ま
ず
は
少
し
で
も
多
く
の
人
に
劇
場
に
足
を
運
ん
で

も
ら
う
。
最
初
の
5
年
く
ら
い
は
と
に
か
く
『
観
る
』

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
大
切
に
、
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
充

実
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
劇
場
で
、
ど
ん
な
こ
と
が
で
き

る
の
か
―
―
そ
れ
を
少
し
で
も
知
っ
て
も
ら
え
た
と
感

じ
た
の
は
、
10
年
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
で
す
」

そ
の
後
は
、
東
京
・
大
阪
か
ら
も
人
気
劇
団
の
魅
力

的
な
演
目
を
呼
び
、
劇
場
の
リ
ピ
ー
タ
ー
が
少
し
ず
つ

多
く
な
っ
た
。
今
や
大
都
市
の
フ
ァ
ン
に
も
羨
ま
れ
る

ほ
ど
充
実
の
公
演
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ま
さ
に
「
観

る
」
た
め
の
劇
場
が
も
つ
地
力
を
示
す
も
の
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
最
先
端
の
機
材
を
使
い
こ

な
す
ス
タ
ッ
フ
も
経
験
を
積
み
、
演
劇
界
で
も
存
在
が

上／高齢者の記憶から生まれた物語を舞台にした
『Re：北九州の記憶』の公演。下／高齢者に取材
する若手劇作家。お年寄りが生き生きと話す人生
のひとコマが、劇作家の心を動かし、舞台へと結
実する。写真提供／北九州芸術劇場

JR
小倉駅
JR
小倉駅

JR西小倉駅
JR西小倉駅

平
和
通
駅

平
和
通
駅

井筒屋井筒屋
小倉城
庭園
小倉城
庭園

大芝生
広場
大芝生
広場

小倉城小倉城
●松本清張記念館●松本清張記念館

勝
山
公
園

勝
山
公
園

勝山通り勝山通り

小文字通り小文字通り

モ
ノ
レ
ー
ル

モ
ノ
レ
ー
ル

ち
ゅ
う
ぎ
ん
通
り

ち
ゅ
う
ぎ
ん
通
り

国道199号国道199号都市高速都市高速

火の橋火の橋

木の橋木の橋

勝山橋勝山橋

鴎外橋鴎外橋

太陽の橋太陽の橋

紫
川
紫
川

博多博多

北九州
市役所
北九州
市役所

北九州
芸術劇場
リバーウォーク
北九州内

京町銀天街
京町銀天街

劇場があるのは小倉城に隣接する、複合ビル「リ
バーウォーク北九州」（写真奥の赤色の建物）
の6階部分。1200人以上を収容する大ホール
のほか、舞台と客席が近く演劇やダンスの公演
に適した中劇場、平土間型の小劇場を備える。
撮影／古里麻衣

█図：「北九州芸術劇場」の所在地
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上／居酒屋やビアホールなどに乗り込み、乾杯を盛り上げ
る「夕暮れダンス」。下／「地域のアートレパートリー創造
事業」で創作した北九州市芸術文化振興財団オリジナルダ
ンス。写真提供／北九州芸術劇場

上／障がいの有無を越え、メンバーが一丸と
なっての「レインボードロップス」のダンス公演。
下／ダンスが無ければ出会わなかった人たちが、
稽古を通じてインクルーシヴな関係を育んでい
く。写真提供／北九州芸術劇場

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
も
、
同
時
期
に
始
ま
っ
た
福
祉
的
な
意

義
を
も
つ
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
。
表
現
活
動
に
携
わ
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
、
社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
悩
み
や

困
難
を
抱
え
た
若
い
人
た
ち
と
共
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸

術
体
験
を
行
う
。
ダ
ン
ス
や
演
劇
、
紙
芝
居
な
ど
、
体

験
か
ら
創
作
、
そ
し
て
発
表
へ
と
進
ん
で
い
く
ケ
ー
ス

が
多
い
が
、
こ
ち
ら
も
協
働
先
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
共

に
考
え
進
め
て
い
っ
た
。

「
内
に
秘
め
て
い
る
も
の
を
出
せ
る
と
こ
ろ
に
、
よ
さ

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
農
業
体
験
や
販
売
体
験
な
ど
に

比
べ
て
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
体
験
し
た
若
者
た
ち
の

復
学
率
や
就
職
率
は
高
い
そ
う
で
す
」（
𠮷
松
氏
）

「
育
つ
」
を
大
き
な
目
標
に
掲
げ
る
北
九
州
芸
術
劇
場

は
開
館
以
来
、
市
内
の
小
学
校
や
中
学
校
へ
の
ア
ウ
ト

リ
ー
チ
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
行
事
と
し
て
の

学
芸
会
と
は
違
う
「
答
え
の
な
い
授
業
」
を
展
開
す
る

た
め
、
演
劇
人
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
本
気
で
子
ど
も
た

ち
と
向
き
合
う
の
だ
。
夏
休
み
に
は
、
高
校
生
を
対
象

に
し
た
「
高
校
生
の
た
め
の
演
劇
塾
」
も
行
い
、
舞
台

づ
く
り
や
脚
本
づ
く
り
を
経
験
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と

い
う
。

特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
意
欲
的
な
チ
ャ
レ
ン

ジ
に
関
わ
る
地
元
の
演
劇
人
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
、
先

述
の
「
R
e
：
北
九
州
の
記
憶
」
を
は
じ
め
、
劇
場
独

自
の
多
様
な
文
化
事
業
の
な
か
で
育
っ
て
き
て
い
る
こ

と
。
当
初
は
関
西
や
首
都
圏
な
ど
か
ら
の
招
聘
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
が
担
っ
て
い
た
役
割
を
、
少
し
ず
つ
地
元
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
担
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ

て
き
て
い
る
の
だ
。
設
立
か
ら
20
年
の
間
、
街
と
劇
場

で
育
っ
た
表
現
者
が
、
地
域
の
た
め
の
事
業
を
行
う
う

え
で
不
可
欠
な
力
へ
と
成
長
し
つ
つ
あ
る
。

地
元
の
表
現
者
や
舞
台
芸
術
を
愛
す
る
人
た
ち
だ
け

で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
直
接
的
な
関
わ
り
を
も
た
な

か
っ
た
人
た
ち
の
間
に
も
、
劇
場
が
少
し
ず
つ
根
を
は

り
、「
一
緒
に
何
か
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
手
を
差
し
出

し
て
く
れ
て
い
る
の
が
実
感
で
き
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
「
劇
場
の
外
に
出
る
」
活
動
は
、
何
を
も

た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
よ
う
な
外
部
の
目
か

ら
は
、「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
表
現
活
動
」
を
実
現
し

た
先
進
的
な
事
例
と
映
る
。
そ
の
指
摘
に
、
龍
氏
と
𠮷

松
氏
は
慎
重
に
言
葉
を
選
び
な
が
ら
、
劇
場
を
つ
く
っ

て
き
た
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
実
感
を
語
っ
て
く
れ
た
。

「
あ
る
時
期
か
ら
、
社
会
的
包
摂
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン

ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
）
が
盛
ん
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
結
果
と
し
て
私
た
ち
が
や
っ
て
き
た
こ
と
に
、

す
ご
く
重
な
る
と
も
感
じ
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
後
か

ら
振
り
返
っ
た
話
。
社
会
の
た
め
、
と
い
う
大
き
な
目

的
を
掲
げ
て
や
っ
た
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
」（
龍
氏
）

「
出
会
う
こ
と
が
先
で
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
過
程
を
大

切
に
し
な
が
ら
育
て
て
い
っ
た
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
人
た
ち
と
一
緒
な
ら
、
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
。
あ

ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
楽
し
い
。
今
は
そ
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
は
な
い
…
…
な
ど
。
そ
の
時
の
ベ
ス
ト
を
探
し
た

結
果
だ
と
思
い
ま
す
」（
𠮷
松
氏
）

そ
し
て
今
、
劇
場
が
つ
な
い
だ
新
た
な
文
化
的
活
気

は
、
イ
ベ
ン
ト
を
や
っ
て
「
終
わ
り
」
で
は
な
い
、
新

た
な
動
き
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
赤
い
シ
ャ
ツ

を
着
た
ダ
ン
サ
ー
が
街
な
か
で
踊
る
、「
夕
暮
れ
ダ
ン

ス
」
の
企
画
は
、
そ
の
好
例
と
言
え
る
。

「
角か

く

打う

ち
［
＊
6
］
や
居
酒
屋
、
橋
の
上
な
ど
で
行
わ
れ

る
ダ
ン
ス
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
観
て
楽
し
む
だ
け
で
な

く
、
自
分
も
踊
っ
て
み
た
い
、
と
思
っ
た
人
が
す
ご
く

多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
劇
場
の
活
動
と
し
て
は
終
わ
っ

た
の
で
す
が
、
観
て
い
た
皆
さ
ん
が
新
た
に
グ
ル
ー
プ

を
結
成
す
る
な
ど
、
私
た
ち
の
手
を
離
れ
、
独
自
の
市

民
文
化
に
展
開
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
」（
𠮷
松
氏
）

そ
う
し
た
な
か
か
ら
、
多
い
時
で
年
間
40
本
も
の
イ

ベ
ン
ト
に
招
か
れ
る
と
い
う
「
お
や
じFlavors

」
を

は
じ
め
、
い
く
つ
も
の
グ
ル
ー
プ
が
地
域
の
祭
り
を
盛

り
上
げ
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル

ダ
ン
ス
を
も
つ
企
業
や
、
商
店
街
な
ど
も
増
え
、
北
九

州
市
に
「
踊
れ
る
街
」
と
い
う
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
も

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
の
新
た
な
歩
み

静
か
に
広
が
る
文
化
芸
術
の
輪

た
ら
す
効
果
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
、
他
の
舞
台
芸
術
の
例
に
も
れ
ず
、

2
0
2
0
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
で
北
九
州
芸
術
劇
場
が

地
域
を
つ
な
い
で
き
た
活
動
の
多
く
も
、
大
き
な
制
限

を
受
け
た
。

「
今
は
少
し
ず
つ
立
て
直
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
時

代
を
生
き
る
若
い
表
現
者
た
ち
と
心
新
た
に
出
会
い
た

い
、
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
彼
ら
が
育
つ
環
境

づ
く
り
を
リ
ス
タ
ー
ト
し
た
い
で
す
ね
」（
龍
氏
）

そ
の
た
め
に
準
備
し
た
の
が
、
劇
場
が
開
設
す
る
学

校
と
も
言
え
る
「
キ
タ
ゲ
キ
ス
ク
ー
ル
」
だ
。
培
っ
た

人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
フ
ル
活
用
し
、
豪
華
な
ク
リ

エ
イ
タ
ー
や
舞
台
関
係
者
に
講
師
を
依
頼
。
戯
曲
づ
く

り
か
ら
、
よ
り
幅
広
い
文
化
政
策
、
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
講
座
の

ほ
か
、
作
品
づ
く
り
の
実
習
も
半
年
で
行
う
。

10
年
の
節
目
を
迎
え
た
「
R
e
：
北
九
州
の
記
憶
」

注＊
1 

1
9
9
3
年
、
北
九
州
市
市
制
30
周
年
記
念
事
業
と
し
て
ス
タ
ー
ト
。
以

後
、
北
九
州
芸
術
劇
場
設
立
に
至
る
11
回
の
開
催
で
観
客
数
は
18
万
人
を

超
え
、
国
内
外
の
有
名
劇
団
が
数
多
く
招
聘
さ
れ
た
。

＊
2 

一
般
財
団
法
人
地
域
創
造
芸
術
環
境
部
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
。
信
州
ア
ー
ツ

カ
ウ
ン
シ
ル
長
。
1
9
5
6
年
、
大
阪
市
生
ま
れ
。
扇
町
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

ス
ク
エ
ア
（
O
M
S
）
を
は
じ
め
国
内
各
地
の
劇
場
の
運
営
に
携
わ
り
、

近
年
で
は
上
田
市
サ
ン
ト
ミ
ュ
ー
ゼ
館
長
、
長
野
県
芸
術
監
督
（
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
）
な
ど
を
歴
任
。

＊
3 

劇
作
家
・
演
出
家
。「
飛
ぶ
劇
場
」
代
表
。
1
9
6
8
年
、
北
九
州
市
生
ま

れ
。
北
九
州
大
学
に
在
学
中
、
演
劇
研
究
会
で
上
演
作
品
の
執
筆
・
演
出

を
担
当
。
95
年
に
「
飛
ぶ
劇
場
」
の
代
表
を
引
き
継
ぐ
。
97
年
の
第
3
回

劇
作
家
協
会
新
人
戯
曲
賞
を
は
じ
め
、
受
賞
多
数
。

＊
4 

劇
作
家
・
演
出
家
・
俳
優
。
劇
団
「
南
河
内
万
歳
一
座
」
座
長
。
1
9
5
9

年
、
栃
木
県
生
ま
れ
。
大
阪
芸
術
大
学
在
学
中
に
劇
団
を
旗
揚
げ
。
扇
町

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ス
ク
エ
ア
（
O
M
S
）
を
本
拠
に
、
関
西
小
劇
場
の
牽
引

役
と
し
て
活
躍
。
母
校
の
教
授
と
し
て
後
進
の
指
導
に
も
当
た
る
。

＊
5 

1
9
9
7
年
、
隅
地
茉
歩
と
阿
比
留
修
一
に
よ
り
設
立
。
関
西
を
拠
点
に

国
内
外
・
屋
内
外
を
問
わ
ず
、
幅
広
く
活
動
を
展
開
す
る
ダ
ン
ス
カ
ン
パ

ニ
ー
。
多
様
な
解
釈
を
誘
発
す
る
不
思
議
で
愉
快
な
作
風
と
、
緻
密
な
身

体
操
作
が
持
ち
味
。

＊
6 

酒
販
店
の
店
内
に
お
い
て
、
そ
の
店
で
買
っ
た
酒
を
飲
む
こ
と
。
ま
た
、

そ
れ
が
で
き
る
酒
屋
の
こ
と
。
工
場
で
働
く
労
働
者
の
た
め
に
、
北
九
州

に
角
打
ち
文
化
が
生
ま
れ
た
。

も
、
現
在
、
全
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
か
ら
注
目
さ
れ

て
い
る
。
岡
山
県
や
徳
島
県
な
ど
で
は
、
こ
の
手
法
を

取
り
入
れ
た
新
た
な
試
み
が
始
動
。
先
駆
け
と
な
っ
た

北
九
州
市
で
も
今
年
か
ら
、
個
人
で
は
な
く
、
合
併
後

の
街
を
構
成
す
る
個
性
的
な
旧
5
市
（
門
司
、
小
倉
、

若
松
、
八
幡
、
戸
畑
）
の
地
域
性
に
焦
点
を
当
て
た
形
で

再
出
発
す
る
。
そ
こ
に
は
、
劇
場
と
地
域
が
直
面
す
る

課
題
や
状
況
と
と
も
に
、「
観
る
」「
創
る
」「
育
つ
」

「
支
え
る
」
を
自
在
に
組
み
替
え
な
が
ら
活
動
を
進
め

て
い
く
と
い
う
強
い
意
志
が
感
じ
ら
れ
た
。

最
後
に
、
地
域
に
お
け
る
文
化
芸
術
、
あ
る
い
は
舞

台
芸
術
の
意
義
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
直

球
の
疑
問
を
投
げ
か
け
て
み
た
。

「
今
の
社
会
は
ひ
と
つ
だ
け
の
答
え
を
求
め
が
ち
で
す

が
、
文
化
芸
術
の
答
え
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
。
そ
う
い

う
豊
か
さ
、
深
さ
が
一
番
の
魅
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。『
自
分
で
は
な
い
何
か
』
を
演
じ
る
と
い
う
の
は
、

実
は
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
な
い
ん
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
自
分
が
感
じ
た
も
の
、
自
分
の
中
か
ら
出
て
き

た
も
の
、
無
心
の
表
現
だ
っ
た
り
す
る
。
こ
う
い
う
も

の
に
は
、
小
さ
な
子
ど
も
が
出
会
っ
て
も
い
い
し
、
何

歳
に
な
っ
て
か
ら
出
会
っ
て
も
よ
い
も
の
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
」

答
え
や
枠
組
み
を
最
初
か
ら
設
定
せ
ず
、
街
に
出
る

こ
と
で
人
と
出
会
う
―
―
そ
の
過
程
を
大
切
に
し
な
が

ら
、
も
の
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
劇
場
ス
タ
ッ
フ
全
員

の
想
い
を
、
𠮷
松
氏
が
代
弁
す
る
。

特
権
的
で
四
角
四
面
の
大
き
な
ハ
コ
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
境
界
を
越
え
て
地
域
に
浸
透
し
、
異
分
野
と
の
出

会
い
や
気
付
き
を
与
え
、
背
中
を
押
し
て
く
れ
る
よ
う

な
存
在
へ
。
文
化
芸
術
の
新
た
な
価
値
を
つ
く
る
劇
場

の
取
り
組
み
に
、
あ
ら
た
め
て
心
躍
る
も
の
を
感
じ
た
。

龍
亜
希
（
り
ゅ
う
・
あ
き
）

北
九
州
芸
術
劇
場
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
。
福
岡
県
生
ま
れ
。

2
0
0
3
年
（
公
財
）
北
九
州
市
芸
術
文
化
振
興
財
団 

舞
台
事
業
課 

事
業
係
に
配
属
。
お
も
に
招
聘
事
業
を

担
当
し
た
後
、
09
年
よ
り
事
業
係
チ
ー
フ
、
12
年
よ
り

舞
台
事
業
課
チ
ー
フ
を
務
め
、
15
年
よ
り
現
職
。

𠮷
松
寛
子
（
よ
し
ま
つ
・
ひ
ろ
こ
）

北
九
州
芸
術
劇
場 

劇
場
事
業
課 

舞
台
事
業
・
広
報
係

チ
ー
フ
。
福
岡
県
生
ま
れ
。
2
0
0
8
年
（
公
財
）
北
九

州
市
芸
術
文
化
振
興
財
団 

舞
台
事
業
課 

事
業
係
に
配

属
。
お
も
に
招
聘
事
業
を
担
当
し
た
後
、
12
年
よ
り
劇

場
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
作
品
創
作
を
行
う
創
造
事
業
や
学
校

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
、
福
祉
分
野
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
な
ど
を
行
う
学
芸
事
業
に
も
従

事
。
19
年
よ
り
現
職
。

出
会
い
が
社
会
的
包
摂
を
生
み

育
っ
た
才
能
が
地
域
に
貢
献
す
る
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超
高
齢
化
時
代
に
入
っ
た
日
本
に
お
い
て
、
シ
ニ

ア
期
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
向
上
は
社
会
全
体
の

課
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
近
年
、
文
化
芸
術
活
動
を

通
し
た
健
康
促
進
、
生
き
が
い
づ
く
り
、
地
域
交
流

へ
の
寄
与
な
ど
に
も
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。

25
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
、
大
阪
発
の
シ
ニ
ア

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
劇
団
「
発
起
塾
」
は
そ
の
先
進
例
と

も
い
え
る
集
団
だ
。「
表
現
し
た
い
」「
人
生
を
楽
し

み
た
い
」
と
歌
や
ダ
ン
ス
に
挑
戦
し
舞
台
に
立
つ
シ

ニ
ア
た
ち
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
発
起

塾
の
取
り
組
み
を
通
し
、
舞
台
芸
術
が
シ
ニ
ア
の

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
向
上
に
果
た
す
役
割
を
み
て
い

き
た
い
。

2
0
2
4
年
8
月
24
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る

ロ
ー
ズ
・
ナ
イ
ジ
ェ
ル
バ
ー
グ
劇
場
で
、
日
本
の

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
劇
団
に
よ
る
英
語
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
花

の
ク
ッ
キ
ー
売
り
娘
』
が
上
演
さ
れ
た
。
出
演
者
は
平

均
年
齢
65
歳
、
最
高
齢
75
歳
と
い
う
シ
ニ
ア
層
19
名
。

全
員
が
50
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
稽
古
を

始
め
た
、
演
劇
初
心
者
の
集
団
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
の
街
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
っ
て
も
シ
ニ
ア
ば
か
り
の

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
珍
し
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
舞

台
は
大
盛
況
で
幕
を
下
ろ
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
を

魅
了
し
た
の
は
、
1
9
9
9
年
創
設
の
シ
ニ
ア
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
劇
団
発
起
塾
（
N
P
O
法
人
発
起
塾
）
で
あ
る
。

入
塾
条
件
は
「
50
歳
以
上
」
で
あ
る
こ
と
の
み
、

「
何
も
で
き
な
く
て
い
い
ん
で
す
！
」
と
い
う
異
色
の

劇
団
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
。
シ
ニ
ア
層
の
ウ
ェ
ル

1
9
8
0
年
代
の
終
わ
り
か
ら
1
9
9
0
年
代
初
め
は
、

い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
期
で
皆
が
元
気
だ
っ
た
時
代
で
し
た

が
、
上
層
部
と
部
下
の
間
に
挟
ま
れ
た
中
間
管
理
職
の

人
は
毎
日
終
電
時
間
ま
で
働
い
て
、
疲
れ
切
っ
て
い
て

か
わ
い
そ
う
と
言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た

中
間
管
理
職
の
悲
哀
を
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
し
た
ら
お
も

し
ろ
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
見
事
に
ボ
ツ
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
実
現
は
し
な
く
て
も
「
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」

は
私
の
中
で
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
1
9
9
9
年
に
大
阪
に
あ
る
浄
土
宗
寺
院

の
一
心
寺
で
当
時
の
住
職
と
、
仏
教
に
興
味
の
あ
る
方

を
対
象
に
し
た
「
一
心
寺
日
曜
学
校
」
を
立
ち
上
げ
ま

し
た
。
説
法
だ
け
で
な
く
、
落
語
や
演
劇
、
ダ
ン
ス
、

マ
ジ
ッ
ク
な
ど
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
も
す
る
も

の
で
、
月
に
1
回
、
2
0
0
人
ほ
ど
の
人
を
集
め
て

行
っ
て
い
た
の
で
す
。

あ
る
と
き
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
時
間
に
皆

さ
ん
に
ダ
ン
ス
を
や
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

担
当
の
先
生
に
は
「
皆
さ
ん
シ
ニ
ア
で
す
か
ら
、
ダ
ン

ス
と
い
っ
て
も
体
を
ほ
ぐ
す
程
度
の
ス
ト
レ
ッ
チ
の
よ

う
な
も
の
、
で
も
簡
単
な
振
り
付
け
が
あ
る
方
が
お
も

し
ろ
い
だ
ろ
う
か
ら
、
用
意
し
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
お

願
い
し
た
ん
で
す
。
こ
れ
が
も
の
す
ご
く
受
け
ま
し
た
。

若
い
ス
タ
ッ
フ
で
す
ら
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な
る
く
ら
い
だ
っ

た
の
に
、
70
代
、
80
代
の
方
が
最
後
ま
で
踊
っ
た
だ
け

で
な
く
、「
次
の
曲
は
？
」
と
言
う
ん
で
す
。
そ
の
後

の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
「
毎
月
ダ
ン
ス
を
や
っ
て
ほ
し

い
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
だ
？ 

と
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
方
々
は

若
い
頃
に
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
通
っ
て
い
た
世
代
な
ん
で

す
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
は
カ
ラ
オ
ケ
が
大
流
行
し
中
高

年
の
方
が
大
枚
を
は
た
い
て
カ
ラ
オ
ケ
に
通
っ
て
い
る

状
況
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
か
、
こ
の
世
代
は
も
と
も

と
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
過
ご
し
て
き
た
人
で
、
基
本
的
に
踊

り
や
歌
を
身
に
つ
け
た
人
た
ち
な
ん
だ
と
気
づ
い
た
ん

で
す
。
踊
り
と
歌
が
で
き
る
な
ら
、
そ
こ
に
演
劇
を
足

す
と
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
⁉
　
そ
う

思
っ
て
シ
ニ
ア
向
け
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
劇
団
を
立
ち
上

げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
発
起
塾
の
名
称
は
「
一
念
発

起
」
か
ら
と
っ
た
も
の
で
、
や
り
た
い
と
思
っ
た
と
き

が
始
め
る
と
き
だ
と
い
う
思
い
を
こ
め
て
い
ま
す
。

―
―
塾
生
の
年
齢
を
50
歳
以
上
と
し
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
？

秋
山　

シ
ニ
ア
向
け
と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
シ
ニ

ア
っ
て
い
く
つ
や
ね
ん
、
と
ず
い
ぶ
ん
迷
い
ま
し
た
。

当
時
シ
ニ
ア
と
い
う
と
一
般
的
に
は
定
年
を
迎
え
た
60

歳
以
上
を
さ
し
て
い
た
ん
で
す
。
で
も
、
そ
の
頃
の

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
の
パ
ー
ト
の
応
募
資
格
は

ビ
ー
イ
ン
グ
の
向
上
に
、
演
劇
は
ど
の
よ
う
な
力
を
持

つ
の
か
。
脚
本
・
演
出
家
で
あ
り
、
発
起
塾
代
表
の
秋

山
シ
ュ
ン
太
郎
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

何
歳
か
ら
が〝
シ
ニ
ア
〟？
　    

　
　
　
　
　
　

―
―
発
起
塾
の
誕
生
ま
で

―
―
発
起
塾
は
、「
50
歳
に
な
ら
な
い
と
入
れ
な
い
」「
あ
な

た
が
主
役
」「
1
0
0
歳
ま
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」
と
い
う
ユ

ニ
ー
ク
な
方
針
を
お
持
ち
で
す
。
こ
の
よ
う
な
劇
団
を
立
ち

上
げ
た
背
景
や
、
き
っ
か
け
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

秋
山　

私
は
も
と
も
と
役
者
で
し
た
。
高
校
か
ら
演
劇

を
始
め
、
大
学
在
学
中
に
劇
団
の
養
成
所
に
入
り
、
学

生
の
う
ち
に
プ
ロ
に
な
っ
た
ん
で
す
。
で
も
仕
事
が
す

ぐ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
手
広
告
代
理
店
と
組
ん

で
ミ
ス
テ
リ
ー
企
画
や
謎
解
き
企
画
な
ど
を
考
え
た
り

し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
何
か
お
も
し
ろ
い
企
画

を
考
え
て
と
言
わ
れ
て
出
し
た
の
が
、
中
間
管
理
職
の

お
じ
さ
ん
を
集
め
た
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
す
。
当
時
、

上／ 2024年8月にニューヨークで行われた『花の
クッキー売り娘』。下／公演後、成功を喜ぶ塾生たち。
写真提供／発起塾

秋山氏が立ち上げに携わった「一心寺日曜学校」は、
大阪市天王寺区・一心寺の三千佛堂講堂にて現在
も毎月第4日曜日に開催されている。
写真提供／一心寺日曜学校

加
藤
し
の
ぶ
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

加
藤
し
の
ぶ
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

シニア
の
ウェル
ビ
ー
イ
ン
グ
を

 

高
め
る
文
化
芸
術

 

――
50
歳
以
上
、演
劇
初
心
者
が
対
象
の
ミ
ュー
ジ
カ
ル
劇
団
と
は

［
特
定
非
営
利
活
動
法
人
発
起
塾
代
表
／
脚
本
・
演
出
家
］

秋
山
シュン
太
郎

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

特
集
／
文
化
芸
術
に
で
き
る
こ
と
―
―
人
を
つ
な
ぎ
、社
会
を
ひ
ら
く
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上／ 2024年『タテコモリ』公演。銀行を舞台に50
歳以上のシニアが歌って踊る　下／塾生募集のチラ
シ。「運動不足解消」「脳の活性化」「自分の才能再
発見！」などの文字が躍る。写真提供／発起塾

問
い
合
わ
せ
の
電
話
が
鳴
り
や
ま
な
い
状
態
で
し
た
。

反
響
の
大
き
さ
は
想
像
以
上
で
、
結
局
問
い
合
わ
せ
が

1
5
0
件
く
ら
い
、
そ
の
う
ち
80
人
ほ
ど
が
実
際
に
入

塾
さ
れ
ま
し
た
。

　
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
劇
団
設
立
後
さ
ま
ざ
ま
な
企

業
か
ら
「
シ
ニ
ア
」
に
つ
い
て
知
り
た
い
の
で
見
学
し

た
い
と
い
う
申
し
出
を
受
け
ま
し
た
。
介
護
保
険
制
度

が
創
設
さ
れ
た
の
が
2
0
0
0
年
で
、
企
業
と
し
て
も

シ
ニ
ア
を
ど
う
捉
え
る
か
模
索
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
募
集
年
齢
を
決
定
し
た
理
由
を
話
し
た

り
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
見
学
に
こ
ら
れ
た
保
険

会
社
の
シ
ニ
ア
保
険
の
加
入
年
齢
が
60
歳
か
ら
50
歳
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
シ

ニ
ア
の
定
義
が
変
化
し
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
　

「
楽
し
い
」が
一
番

―
―
シ
ニ
ア
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
仕
組
み

―
―
設
立
当
初
か
ら
大
所
帯
の
劇
団
と
な
っ
た
発
起
塾
で
す

が
、
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

秋
山　

実
は
シ
ニ
ア
劇
団
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
、

の
ん
び
り
進
め
る
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で
す
。
は
じ
め
は

10
人
も
く
れ
ば
嬉
し
い
な
と
。
と
こ
ろ
が
思
い
が
け
ず

最
初
か
ら
80
人
も
集
ま
っ
た
の
で
、
あ
る
程
度
シ
ス
テ

ム
を
作
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
も
、
実
際

は
ま
だ
講
師
も
決
ま
っ
て
い
な
い
状
態
で
し
た
。
お
願

い
し
た
い
と
声
を
か
け
て
も
、
最
初
は
皆
に
嫌
が
ら
れ

ま
し
た
ね
。
初
心
者
の
シ
ニ
ア
な
ん
て
面
倒
く
さ
い
と

か
、
教
え
る
自
信
が
な
い
と
か
…
…
。

　
確
か
に
、
シ
ニ
ア
の
場
合
、
ま
ず
何
よ
り
物
覚
え
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。
歌
も
ダ
ン
ス
も
台
詞
も
す
ぐ
に
覚

え
ら
れ
な
い
。
す
る
と
芝
居
の
途
中
で
止
ま
っ
て
し
ま

う
ん
で
す
ね
。
舞
台
上
で
は
、
こ
の
止
ま
る
と
い
う
の

が
最
悪
な
わ
け
で
す
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
公
演
で
は
黒
子
と
な
る
ス
タ
ッ
フ
を
配
置
し
よ

う
と
考
え
ま
し
た
。
黒
子
は
文
字
通
り
黒
い
服
を
着
た
、

舞
台
上
で
は
い
な
い
設
定
の
存
在
で
す
。
例
え
ば
立
ち

位
置
を
間
違
え
た
人
が
い
た
ら
、
横
か
ら
黒
子
が
そ
の

人
の
腕
を
つ
か
ん
で
グ
グ
グ
ッ
と
照
明
の
当
た
る
位
置

ま
で
引
っ
張
る
。
台
詞
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ら
黒
子
が

プ
ロ
ン
プ
タ
ー
（
舞
台
の
陰
に
い
て
、
出
演
中
の
俳
優
に

台
詞
を
教
え
た
り
す
る
人
）
を
す
る
。
と
に
か
く
芝
居
が

止
ま
ら
な
い
よ
う
に
ち
ゃ
ん
と
す
る
か
ら
、
絶
対
大
丈

夫
だ
か
ら
と
講
師
に
依
頼
を
し
ま
し
た
。

　
費
用
面
で
い
え
ば
、
黒
子
役
は
も
ち
ろ
ん
舞
台
の
プ

ロ
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
か
ら
、
講
師
料
の
ほ
か
黒
子

の
費
用
が
か
か
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
怖
い
の
は
、
骨

折
な
ど
の
け
が
、
よ
ろ
け
て
劇
場
の
付
帯
設
備
な
ど
を

す
。
と
は
い
え
、
最
初
に
脚
本
を
作
っ
た
と
き
は
、
こ

こ
ま
で
覚
え
な
い
か
と
本
当
に
困
り
ま
し
た
が
（
笑
）。

　
設
立
当
時
の
塾
生
の
最
高
齢
は
80
歳
の
方
で
し
た
が
、

「
50
歳
の
人
が
台
詞
を
1
0
0
回
繰
り
返
し
て
覚
え
る

な
ら
、
私
は
3
0
0
回
繰
り
返
さ
な
い
と
入
ら
な
い
」

と
言
っ
て
実
際
に
何
度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
覚
え
て
お

ら
れ
た
。
80
歳
で
も
、
そ
う
や
っ
て
真
面
目
に
取
り
組

ん
だ
方
は
本
番
も
間
違
え
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
方
は

90
歳
ま
で
続
け
ら
れ
、
や
め
ら
れ
た
3
カ
月
後
に
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。
他
の
塾
生
は
「
こ
の
方
の
よ
う
に
、

元
気
で
長
く
続
け
た
い
」
と
目
標
に
し
て
い
ま
す
ね
。

　
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
東

北
の
仮
設
住
宅
で
「
東
北
が
ん
ば
っ
て
い
き
ま
っ
し
ょ

い
」
と
い
う
公
演
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
喜
劇
で

皆
が
笑
っ
て
終
わ
ろ
う
と
い
う
と
き
に
、
観
客
の
中
に

一
人
泣
い
て
い
る
方
が
お
ら
れ
た
。「
ど
う
か
さ
れ
ま

し
た
か
」
と
お
聞
き
し
た
ら
、「
生
き
て
い
た
ら
ね
、

こ
ん
な
お
も
し
ろ
い
の
を
観
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
」

と
、
大
切
な
方
で
あ
ろ
う
人
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら

お
っ
し
ゃ
っ
た
の
を
今
も
覚
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
50
歳
以
上
と
い
う
と
、
親
や
伴
侶
な
ど
の

介
護
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
介
護
の
た
め
に
発
起
塾
を

や
め
る
方
も
い
ま
す
し
、
な
ん
と
か
続
け
る
方
も
い
ま

す
。
介
護
を
し
な
が
ら
続
け
て
い
る
塾
生
の
一
人
が
、

介
護
を
終
え
た
と
き
に
、「
発
起
塾
が
な
か
っ
た
ら
介

護
疲
れ
で
私
は
絶
対
に
つ
ぶ
れ
て
い
た
。
家
族
の
協
力

を
満
足
に
得
ら
れ
な
い
な
か
本
当
に
し
ん
ど
か
っ
た
け

れ
ど
、
家
と
発
起
塾
と
の
往
復
時
間
と
授
業
の
2
時
間

だ
け
は
自
分
の
こ
と
だ
け
考
え
て
い
れ
ば
い
い
時
間

壊
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
保
険
に
も

き
っ
ち
り
入
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
塾
生
は
授
業
料
以

外
、
公
演
に
か
か
る
劇
場
の
費
用
や
衣
装
代
の
負
担
は

な
く
、
チ
ケ
ッ
ト
ノ
ル
マ
も
な
し
と
し
ま
し
た
。
そ
の

分
、
毎
月
の
授
業
料
を
高
く
設
定
し
た
ん
で
す
。
25
年

前
、
月
に
2
回
で
1
万
円
台
の
授
業
料
は
ず
い
ぶ
ん
高

額
な
も
の
で
、
自
分
た
ち
で
「
日
本
で
2
番
目
に
高
い

授
業
料
」
と
言
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
た
だ
、
25
年
以

上
経
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
値
上
げ
を
し
て
い
な
い
の
で
、

今
は
ち
ょ
っ
と
失
敗
し
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
（
笑
）。

　
旗
揚
げ
公
演
は
、
設
立
1
年
後
に
大
阪
府
立
労
働
セ

ン
タ
ー
に
あ
る
エ
ル
・
シ
ア
タ
ー
で
行
っ
た
『
荷
車
よ

北
北
西
に
進
路
を
取
れ
！
』
で
し
た
。
終
演
後
は
拍
手

喝
采
で
し
た
ね
。
公
演
後
は
入
塾
希
望
者
が
増
え
ま
し

た
。
最
初
は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
講
座
だ
け
で
ス
タ
ー
ト

し
た
発
起
塾
で
す
が
、
今
で
は
脚
本
や
ダ
ン
ス
、
芝
居

語
り
、
合
唱
団
な
ど
、
講
座
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
ま

す
し
、「
本
日
青
春
テ
レ
ビ
」
と
い
う
ネ
ッ
ト
番
組
も

や
っ
て
い
ま
す
。
拠
点
も
大
阪
だ
け
で
な
く
京
都
、
神

戸
、
名
古
屋
と
広
が
り
ま
し
た
。

―
―
初
め
て
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
挑
戦
す
る
シ
ニ
ア
の
反
応
や
、

印
象
的
な
で
き
ご
と
は
あ
り
ま
す
か
？
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何
よ
り
、
楽
し
い
か
ら
ず
っ
と
笑
顔
で
す
。
も

ち
ろ
ん
台
詞
や
振
り
を
覚
え
る
た
め
に
必
死
で
や
っ
て

い
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
も
楽
し
い
。
皆
さ
ん
50
年
以
上

生
き
て
い
る
か
ら
、
台
詞
を
言
う
だ
け
で
重
み
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
人
の
経
験
が
に
じ
み
出
ま
す
し
、
訛
っ
て

い
て
も
い
い
。
む
し
ろ
そ
れ
が
い
い
。
ダ
ン
ス
を
し
て

も
、
き
れ
い
に
1
拍
ず
つ
ほ
か
の
人
と
ず
れ
る
人
も
い

ま
す
。
絶
対
に
皆
と
合
わ
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
人

が
と
て
も
い
い
笑
顔
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
一
番
で
す
。

満
面
の
笑
顔
を
見
て
い
る
と
、
だ
ん
だ
ん
ど
ち
ら
の
ダ

ン
ス
が
正
し
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
く
ら
い
。
こ
こ

で
は
入
っ
た
人
が
ず
っ
と
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま

ど
れ
も
50
歳
ま
で
。
じ
ゃ
あ
、
51
歳
か
ら
59
歳
の
人
は

な
ん
な
ん
だ
、
と
。
シ
ニ
ア
の
枠
に
も
入
ら
な
い
け
れ

ど
、
求
人
で
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
自
分
の
経
験
か
ら
も
、
こ
の
頃
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
体
調
の
変
化
が
現
れ
は
じ
め
て
、
深
刻
な
問
題

は
な
く
と
も
ど
こ
か
イ
ラ
イ
ラ
と
し
た
も
の
を
抱
え
て

し
ま
う
時
期
な
ん
で
す
よ
ね
。

　
以
前
、
人
生
三
分
割
論
と
い
う
説
が
流
行
っ
た
時
期

が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
三
分
割
す
る
な
ら
ば
「
学
生

期
」「
が
む
し
ゃ
ら
期
」「
人
生
や
り
直
し
期
」
と
考
え

ま
す
。
な
ら
ば
「
人
生
や
り
直
し
期
」
は
50
歳
か
ら
だ

ろ
う
と
。
シ
ニ
ア
の
枠
に
も
入
ら
な
い
空
白
と
も
い
え

る
10
年
は
い
わ
ば
助
走
の
時
期
で
、
新
た
な
挑
戦
に
突

き
進
む
こ
と
も
、
違
う
と
思
え
ば
方
向
転
換
も
で
き
る

と
考
え
た
の
で
す
。

　
最
終
的
に
演
劇
経
験
の
な
い
50
歳
以
上
1
0
0
歳
ま

で
を
条
件
と
し
、
塾
生
募
集
を
し
ま
し
た
。
募
集
記
事

が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
日
、
朝
6
時
台
か
ら
事
務
所
に

塾生たちはミュージカルの要素であるダンス、演技、歌を
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だ
っ
た
。
こ
れ
が
月
に
2
回
あ
る
だ
け
で
救
わ
れ
ま
し

た
」
と
、
お
礼
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
ち
ら
も
続
け
ら
れ
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
必
要

で
、
例
え
ば
授
業
中
に
携
帯
電
話
を
使
用
す
る
の
は
禁

止
と
い
う
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
こ
こ
で
は
電
源
は
切

ら
な
く
て
い
い
し
、
か
か
っ
て
き
た
ら
電
話
に
出
て
い

い
で
す
よ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
介
護
中
な
ど
で
い
つ
電

話
が
か
か
っ
て
く
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
。
ま
た
最

初
の
頃
、
ダ
ン
ス
や
歌
を
覚
え
る
た
め
に
授
業
が
始

ま
っ
て
い
て
も
カ
メ
ラ
を
触
っ
た
り
、
録
音
し
た
り
す

る
人
が
い
て
注
意
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
も
た
だ

禁
止
す
る
の
で
は
な
く
、
ダ
ン
ス
ビ
デ
オ
と
先
生
が

歌
っ
た
C
D
を
制
作
し
て
渡
す
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

「
世
の
中
で
一
番
ハ
ー
ド
ル
の
低
い
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
劇

団
で
す
」
と
笑
っ
て
い
ま
す
。

―
―
2
0
2
4
年
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
公
演
さ
れ
ま
し
た
ね
。
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
演
は
2
回
目
で
す
。
も
っ
と

早
く
に
準
備
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
な
ど

で
延
び
て
2
0
2
4
年
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
英
語

も
発
音
か
ら
徹
底
的
に
練
習
し
て
、
皆
「
日
本
語
で
も

覚
え
ら
れ
な
い
の
に
」
と
言
い
な
が
ら
必
死
で
稽
古
し

て
い
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
に
も
楽
し
ん
で
も
ら

え
た
よ
う
で
よ
か
っ
た
で
す
。
ほ
か
に
も
タ
イ
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、
ハ
ワ
イ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
な
ど
で
も
公

演
し
ま
し
た
。
ど
れ
も
一
部
現
地
の
言
語
を
話
す
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
塾
生
も
、
ま
さ
か
自
分
が
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
を
や
る
だ
け
で
な
く
、
海
外
で
公
演
を
す
る
だ
な

ん
て
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
実
現
し
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
ね
。

―
―
大
阪
校
か
ら
始
ま
っ
て
そ
の
後
拠
点
を
広
げ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
か
。

秋
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授
業
料
は
そ
れ
な
り
に
も
ら
っ
て
い
て
も
、

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
ほ
か
の
演
劇
に
比
べ
て
非
常
に
お
金

が
か
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
同
じ
演
目
で
公
演
数
を
増

や
す
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
大
阪
の
公
演
を
地
方
で
上

演
す
る
場
合
、
演
出
は
そ
の
地
方
の
演
出
家
が
す
る
の

で
す
が
、
自
分
な
り
に
工
夫
す
る
の
は
い
い
け
れ
ど
、

一
応
私
の
演
出
を
模
倣
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
地
方
の
演
出
家
に
か
か
る
費
用
だ
け
み

て
お
け
ば
、
音
源
や
照
明
プ
ラ
ン
、
衣
装
も
一
緒
な
の

で
、
1
回
の
単
価
が
下
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
方
法
の
も
う
一
つ
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、
例
え
ば

京
都
で
出
演
予
定
だ
っ
た
人
が
急
病
な
ど
で
出
ら
れ
な

く
な
っ
た
と
き
、
同
じ
役
を
や
っ
た
大
阪
の
人
が
京
都

公
演
に
参
加
で
き
、
公
演
中
止
に
な
ら
な
い
ん
で
す
。

演
出
を
模
倣
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
、
別
の
会
場
で

あ
っ
て
も
立
ち
位
置
な
ど
も
間
違
え
ま
せ
ん
し
、
本
番

に
出
ら
れ
な
く
て
涙
を
の
ん
だ
人
も
ど
こ
か
の
ほ
か
の

公
演
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
え
ば
励
み
に
も
な
り

ま
す
し
ね
。

　
公
演
を
す
る
た
び
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
「
大

阪
へ
は
通
え
な
い
か
ら
、
う
ち
で
も
や
っ
て
ほ
し
い
」

と
い
う
お
手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
声
が

か
か
っ
た
地
域
に
新
た
な
拠
点
を
設
け
て
い
る
う
ち
に
、

今
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ン
チ
キ
さ
が
夢
を
つ
く
る

―
―
演
劇
の
可
能
性
と
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

―
―
コ
ロ
ナ
禍
は
舞
台
芸
術
全
般
に
深
刻
な
影
を
落
と
し
ま

し
た
。
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発
起
塾
の
塾
生
は
一
番
多
い
と
き
で
2
8
0
人

く
ら
い
い
た
の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
の
と
き
は
半
減
し
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
は
シ
ニ
ア
が
命
を
落
と
す
病
気
と
い
う

意
識
が
定
着
し
、
本
人
は
行
き
た
く
て
も
家
族
に
止
め

ら
れ
た
と
い
う
人
も
多
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
で
も
半
分

は
残
り
ま
し
た
し
、
行
け
な
い
け
れ
ど
授
業
料
は
払
う

と
い
う
人
も
い
ま
し
た
。

た
だ
、
そ
も
そ
も
運
営
は
公
演
の
入
場
料
で
な
ん
と

か
や
れ
て
い
た
の
が
、
入
場
者
が
ゼ
ロ
に
近
い
と
1
公

演
あ
た
り
1
0
0
万
円
く
ら
い
赤
字
に
な
る
ん
で
す
。

そ
れ
が
ず
っ
と
続
い
た
の
で
、
い
よ
い
よ
こ
れ
は
ダ
メ

だ
な
と
い
う
状
況
に
ま
で
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
出
演

者
に
15
万
円
と
い
う
も
の
す
ご
く
高
い
公
演
費
用
を
負

担
し
て
も
ら
っ
て
の
起
死
回
生
公
演
を
し
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
お
金
が
集
ま
ら
な
か
っ

た
ら
も
う
し
か
た
が
な
い
と
。
結
果
、
出
演
希
望
者
だ

け
で
な
く
、「
発
起
塾
を
つ
ぶ
さ
な
い
で
ほ
し
い
」
と

出
演
し
な
く
て
も
15
万
円
払
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
た
く

さ
ん
お
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
寄
付
金
も
加
え
て
、

マ
イ
ナ
ス
部
分
を
ど
う
に
か
埋
め
ら
れ
た
の
で
、
な
ん

と
か
続
い
て
い
ま
す
。

実
際
に
は
コ
ロ
ナ
収
束
後
の
今
も
お
客
さ
ん
の
数
は

な
か
な
か
戻
ら
な
い
で
す
し
、
入
塾
す
る
人
も
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
悲
観
的
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
発
起
塾
は

い
つ
か
つ
ぶ
す
た
め
に
作
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で

す
。
例
え
ば
、
シ
ニ
ア
の
趣
味
の
王
道
と
言
え
ば
、
園

芸
、
絵
手
紙
、
カ
メ
ラ
で
し
た
が
、
今
は
シ
ニ
ア
が
エ

ベ
レ
ス
ト
に
登
頂
し
た
り
、
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
泳
い
で

横
断
す
る
な
ど
活
躍
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
舞
台
芸
術
分
野
で
も
、
発
起
塾
を
設
立
し
た
当
時
、

シ
ニ
ア
が
演
劇
を
す
る
場
は
な
か
っ
た
。
今
は
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
発
起
塾
が
や
ろ
う

と
し
た
こ
と
は
実
現
で
き
た
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、

規
模
を
縮
小
し
て
い
く
段
階
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
シ
ニ
ア
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
や
っ

て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
今
、
発
起
塾
で

は
い
ろ
い
ろ
な
講
座
が
枝
葉
の
よ
う
に
増
え
て
い
ま
す

が
、
少
し
切
り
落
と
し
て
、
幹
で
あ
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

だ
け
残
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
だ
中
間
管

理
職
の
お
じ
さ
ん
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
も
諦
め
て
い
ま
せ
ん

し
ね
（
笑
）。

―
―
今
後
、
何
か
あ
ら
た
な
展
開
は
？

秋
山　

こ
れ
ま
で
ず
っ
と
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
通
し
て
、

秋
山
シュン
太
郎
（
あ
き
や
ま
・
し
ゅ
ん
た
ろ
う
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
発
起
塾
代
表
。
脚
本
・
演
出
家
。

1
9
5
7
年
、
岡
山
県
生
ま
れ
。
大
阪
教
育
大
学
を

卒
業
後
、
劇
作
活
動
へ
。
舞
台
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
中
心

に
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
な
ど
の
台
本
も
執
筆
。
手
が

け
た
作
品
は
50
を
超
え
る
。
1
9
9
9
年
に
中
高
年
の

た
め
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
劇
団
「
発
起
塾
」
を
創
立
し
翌
年

N
P
O
法
人
化
。
演
劇
を
活
用
し
た
中
高
年
の
生
き
が
い
づ
く
り
の
活
動
は
全
国

で
反
響
を
呼
び
、
大
阪
、
京
都
、
神
戸
、
名
古
屋
に
教
室
を
展
開
。
ま
た
現
在
は
、

滋
賀
県
長
浜
市
を
拠
点
に
「
地
方
演
劇
と
若
手
育
成
」
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

シ
ニ
ア
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
向
上
に
力
を
入
れ
て

き
ま
し
た
。
今
私
は
67
歳
で
す
が
、
65
歳
の
と
き
に
10

年
か
け
て
何
か
し
よ
う
と
考
え
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ま
で
の
「
多
く
の
人
に
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
楽
し
ん

で
も
ら
う
」
と
い
う
基
本
理
念
を
守
り
な
が
ら
、
次
は

若
い
世
代
が
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
食
べ
て
い
け
る
よ
う
な

枠
組
み
を
創
造
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

拠
点
は
滋
賀
県
長
浜
市
で
す
。
長
浜
と
い
う
地
は
歴

史
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
立
地
的
に
福
井
県
や
三
重

県
、
岐
阜
県
な
ど
を
含
め
る
と
人
が
集
ま
る
た
め
の
中

心
地
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
や
っ
た

ら
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
。
長
浜
市
旧
市
街
の

一
角
に
は
、
伝
統
的
建
造
物
群
を
生
か
し
た
「
黒
壁
ス

ク
エ
ア
」
と
い
う
観
光
ス
ポ
ッ
ト
も
あ
る
の
で
、
こ
こ

で
平
日
も
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
楽
し
め
る
よ
う
な
場
所
が

作
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
今
回
は
若

い
人
た
ち
が
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
食
べ
て
い
け
る
と
い
う

の
も
目
標
の
一
つ
で
す
か
ら
、
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
ず
は
地
元
の
方
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ

と
か
ら
。
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
経
験
を
生
か
し
て
奮

闘
中
で
す
。

―
―
最
後
に
、
舞
台
芸
術
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
備
え
て

い
る
と
思
い
ま
す
か
。

秋
山　

ま
ず
、
演
劇
を
や
っ
て
い
て
よ
か
っ
た
と
本
当

に
思
い
ま
す
。
演
劇
、
舞
台
芸
術
は
あ
る
種
イ
ン
チ
キ

な
ん
で
す
よ
ね
。
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
こ
と

も
、
舞
台
で
は
い
ろ
い
ろ
な
手
法
で
可
能
に
し
ま
す
か

ら
。
そ
の
イ
ン
チ
キ
さ
加
減
が
夢
を
つ
く
り
だ
す
の
だ

と
思
い
ま
す
。

最
初
は
「
な
ん
ち
ゃ
っ
て
」
で
い
い
ん
で
す
。
ア
ー

ト
な
ど
と
難
し
く
考
え
ず
、「
な
ん
ち
ゃ
っ
て
」
で

や
っ
て
み
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
「
場
」

づ
く
り
は
必
要
で
す
。
私
は
「
な
い
も
の
は
自
分
で
作

る
」
と
い
う
考
え
で
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
発

起
塾
は
そ
れ
を
体
現
し
た
も
の
で
す
。
最
初
に
募
集
を

し
た
と
き
に
、
た
く
さ
ん
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と

話
し
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
、「
今
の
自
分
に
、
い
っ
た

い
何
が
で
き
る
の
か
」
と
悩
ん
だ
り
、「
こ
ん
な
私
に

演
劇
な
ん
て
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
不
安
を
持
ち
な

が
ら
門
を
た
た
い
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
で
も
実
際
に
始

め
る
と
「
こ
の
年
に
な
っ
て
も
、
私
で
も
で
き
る
ん

だ
」
と
い
う
自
信
に
つ
な
が
り
、
積
極
的
に
活
動
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
発
起
塾
を
通
し
て
、
生

き
生
き
と
変
化
し
て
い
く
人
を
た
く
さ
ん
見
て
き
ま
し

た
。
舞
台
芸
術
は
、
シ
ニ
ア
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の

向
上
に
役
立
つ
の
は
も
ち
ろ
ん
、
一
見
途
方
も
な
い
夢

の
よ
う
な
こ
と
も
可
能
に
で
き
る
素
晴
ら
し
い
力
を

持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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「
と
び
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
共
生
社
会
を
つ
く
る

ア
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
創
拠
点
」̶̶

東

京
藝
術
大
学
の
伊
藤
達
矢
氏
が
手
が
け
る
ア
ー
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
社
会
に
新
た
な
視
点
と
対
話
を

生
み
出
し
、
課
題
解
決
の
糸
口
を
提
示
し
て
き
た
。

S
D
G
s
や
地
域
活
性
化
と
い
っ
た
文
脈
で
文
化
芸

術
の
可
能
性
が
再
評
価
さ
れ
る
今
、伊
藤
氏
は「
ア
ー

ト
は
社
会
と
人
を
つ
な
ぐ
触
媒
」
と
語
る
。
果
た
し

て
、
ア
ー
ト
は
私
た
ち
の
生
き
方
に
ど
ん
な
示
唆
を

与
え
、
社
会
を
ど
う
変
え
う
る
の
か
？
　
伊
藤
氏
の

活
動
を
通
し
て
、そ
の
可
能
性
を
ひ
も
と
い
て
い
く
。

J
R
上
野
駅
公
園
口
か
ら
ほ
ど
近
く
、
多
く
の
人
々

で
賑
わ
う
上
野
恩
賜
公
園
。
不
忍
池
を
擁
す
る
豊
か
な

自
然
の
中
に
、
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
9
つ
の
文
化
芸

術
施
設
が
点
在
し
て
い
る
。
今
回
お
話
を
伺
っ
た
伊
藤

達
矢
氏
が
所
属
す
る
東
京
藝
術
大
学
（
以
下
、
藝
大
）

の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
こ
の
エ
リ
ア
に
あ
る
。
敷
地
内
に
は

明
治
期
に
建
て
ら
れ
た
煉
瓦
造
り
の
校
舎
や
、
巨
大
な

二
次
元
コ
ー
ド
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
建
物

が
並
び
、
長
い
歴
史
と
革
新
が
共
存
す
る
総
合
芸
術
大

学
の
風
格
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

現
在
、
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長
を
務

め
る
伊
藤
氏
の
経
歴
は
、
藝
大
ひ
と
筋
だ
。
油
画
科
へ

入
学
し
、
大
学
院
で
は
美
術
教
育
研
究
室
に
所
属
。
そ

の
後
は
先
端
芸
術
表
現
科
で
助
教
を
務
め
る
な
ど
、

ア
ー
ト
の
道
を
順
調
に
歩
ん
で
き
た
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
そ
の
過
程
で
や
は
り
葛
藤
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。

大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
大
学
院
に
入
る
時
だ
っ
た
。

の
内
定
を
辞
し
て
の
決
断
だ
っ
た
そ
う
だ
。

と
び
ラ
ー
は
、
最
長
3
年
間
で
卒
業
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
は
開か

い

扉ぴ

と
呼
ん
で
い
る
）
す
る
が
、
第
13
期
が
加

わ
っ
た
今
年
度
は
約
1
3
0
名
が
活
動
に
参
加
し
て
い

る
そ
う
だ
。
18
歳
以
上
で
、
活
動
方
針
に
賛
同
す
る
人

で
あ
れ
ば
誰
で
も
参
加
が
可
能
で
、
実
際
に
働
き
盛
り

の
会
社
員
や
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
、
学
生
や
専
業
主
婦
、

リ
タ
イ
ア
組
の
高
齢
者
ま
で
と
幅
広
い
。
そ
の
活
動
方

法
に
つ
い
て
伊
藤
氏
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
た
と
え

ば
、『
こ
の
指
と
ま
れ
／
そ
こ
に
い
る
人
が
全
て
式
』

と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
と
び
ラ
ー
た
ち
が
美
術
館

を
拠
点
に
し
て
、
今
自
分
が
課
題
だ
と
思
う
こ
と
な
ど

を
周
り
の
人
と
話
し
合
う
。
そ
の
な
か
か
ら
何
か
に
取

り
組
も
う
と
な
っ
た
時
、
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
に
向
け

「
き
く
力
」で
ひ
ら
く
、「
共
感
」で
つ
な
ぐ

「
改
め
て
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
、

深
く
考
え
ま
し
た
。
専
門
性
を
持
っ
て
や
っ
て
い
く
べ

き
こ
と
は
何
だ
ろ
う
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
道
に
進
む
学

生
も
多
い
な
か
で
、
私
は
、
ア
ー
ト
を
介
し
て
人
々
が

学
び
、
実
践
で
き
る
よ
う
な
『
場
』
を
つ
く
る
こ
と
に

強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
研
究
を
し
た
い

と
、
美
術
教
育
の
研
究
室
に
進
ん
だ
の
で
す
」
と
言
う

よ
う
に
、
大
学
院
時
代
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ー
ト
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
運
営
に
携
わ
っ
た
。

大
学
院
を
修
了
し
先
端
芸
術
表
現
科
で
助
教
と
な
っ

た
伊
藤
氏
は
、「
と
び
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
参
画
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
2
0
1
2
年
、
隣
接
す
る

東
京
都
美
術
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に
、
美
術
館
と

藝
大
と
市
民
が
連
携
す
る
ア
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成

事
業
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
だ
。「
そ
れ
ま
で
も
美

術
館
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
り
ま
し
た
が
、
美

術
館
と
い
う
社
会
装
置
が
持
つ
機
能
を
更
新
さ
せ
て
い

こ
う
と
い
う
取
り
組
み
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
新
し
い

も
の
で
し
た
。
美
術
館
に
は
、
鑑
賞
者
が
た
だ
作
品
を

見
て
帰
る
と
い
う
場
所
と
し
て
の
力
だ
け
で
は
な
く
、

そ
こ
に
展
示
さ
れ
た
作
品
を
通
し
て
人
と
人
と
を
つ
な

ぐ
力
、
人
と
場
所
を
つ
な
ぐ
力
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、

学
芸
員
や
大
学
教
員
だ
け
で
な
く
、『
と
び
ラ
ー
』
と

呼
ば
れ
る
ア
ー
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
、
つ
ま
り
一
般

の
方
々
が
フ
ラ
ッ
ト
な
立
場
で
一
緒
に
発
展
さ
せ
て
い

く
、
そ
ん
な
活
動
が
『
と
び
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
す
。

フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
で
物
事
を
進
め
よ
う
と
い
う
姿
勢
に

強
く
共
感
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
し
て
藝

大
に
残
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」。
実
は
別
の
大
学
の
職

上／とびらプロジェクトでは、アート・コミュニケータ（とび
ラー）が主体的に、人と人のつながりを大切にした新しい
対話の場づくりをしている。
下／「ベビーカーツアー」では、ベビーカーや荷物もとびラー
がサポートし、親が赤ちゃんとじっくり作品を楽しむ機会を
つくった。写真提供／とびらプロジェクト

て
『
自
分
と
同
じ
課
題
に
共
鳴
し
て
く
れ
る
人
は
い
ま

す
か
？
』
と
呼
び
か
け
る
の
で
す
」。
こ
こ
で
3
人
以

上
が
集
ま
れ
ば
「
と
び
ラ
ボ
」
と
い
う
チ
ー
ム
を
作
る

こ
と
が
で
き
、
メ
ン
バ
ー
で
話
し
合
っ
て
で
き
る
こ
と

を
考
え
て
い
く
の
だ
と
い
う
。「
そ
の
際
に
重
要
な
の

は
『
き
く
力
』、
つ
ま
り
皆
が
互
い
に
聞
き
合
え
る
と

い
う
こ
と
で
す
」
と
伊
藤
氏
は
語
る
。

確
か
に
対
話
に
お
い
て
「
き
く
力
」
は
、
重
要
な

キ
ー
ワ
ー
ド
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
き
く
力
」

と
は
、
単
に
相
手
に
対
し
て
何
か
良
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、「
相
手
が
話
し
た

か
っ
た
こ
と
を
、
言
葉
の
奥
に
あ
る
思
い
ま
で
し
っ
か

り
汲
み
取
り
、
そ
れ
を
適
切
な
言
葉
で
表
現
で
き
る
よ

う
ケ
ア
す
る
こ
と
」
だ
と
言
う
。
人
は
話
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
簡
単
に
言
葉
に
で
き
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
言
葉
を
選
ん
だ
り
、
つ
な
い
だ
り
し
な

が
ら
、
自
分
が
言
い
た
い
こ
と
と
ぴ
っ
た
り
と
合
う
言

大
谷
み
さ
子
＝
取
材
・
執
筆

逢
坂
聡
＝
撮
影

ア
ー
ト
で
ひ
ら
く
、

 

共
生
の
未
来

 

――
社
会
課
題
と
人
を
つ
な
ぐ
も
の

伊藤氏の研究室のある東京
藝術大学上野キャンパス。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

［
東
京
藝
術
大
学
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
／
教
授
］

伊
藤
達
矢
　

大
谷
み
さ
子
＝
取
材
・
執
筆

逢
坂
聡
＝
撮
影

特
集
／
文
化
芸
術
に
で
き
る
こ
と
―
―
人
を
つ
な
ぎ
、社
会
を
ひ
ら
く
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DOORプロジェクトでは、アートと福祉をさまざまな角度から考察し、実践する講座
や実習を実施。60 時間以上の受講で、履修証明を取得できる

公
園
内
の
9
つ
の
文
化
施
設
が
参
画
す
る
「M

useum

 

Start 

あ
い
う
え
の
」［
＊
1
］
で
、
子
ど
も
た
ち
の
作
品

鑑
賞
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
ア
ー
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ

と
し
て
活
躍
す
る
と
び
ラ
ー
も
少
な
く
な
い
。
素
直
な

子
ど
も
の
視
点
を
損
な
わ
ず
自
由
に
そ
の
発
想
を
展
開

さ
せ
て
い
く
に
は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
と
び
ラ
ー
に
よ

る
「
き
く
力
」
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
な
お
、
と
び

ラ
ー
は
基
本
的
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
活
動
だ
が
、
月
2

日
以
上
の
参
加
が
条
件
で
あ
り
、
基
礎
講
座
と
実
践
講

座
（
3
つ
の
講
座
内
容
か
ら
の
選
択
制
）
が
受
け
ら
れ
る

な
ど
、
よ
り
専
門
的
な
知
識
を
得
ら
れ
る
と
い
っ
た
メ

リ
ッ
ト
も
あ
る
そ
う
だ
。

さ
ら
に
深
く
学
び
た
い
人
へ
の
門
扉
と
し
て
、
藝
大

で
は
2
0
1
7
年
か
ら
、
藝
大
生
と
社
会
人
が
一
緒
に

学
べ
る
「D

iversity on the Arts Project 

（
通
称

『
D
O
O
R
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』）」
と
い
う
履
修
証
明
プ
ロ

グ
ラ
ム
［
＊
2
］
も
開
講
。
こ
れ
は
「
福
祉
×
ア
ー
ト
」

を
テ
ー
マ
に
、「
多
様
な
人
々
が
共
生
で
き
る
社
会
」

を
支
え
る
人
材
の
育
成
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
醸
成
を

目
指
す
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
図
1
）
だ
。

「
一
般
的
に
『
福
祉
』
と
い
う
と
、
介
助
や
介
護
と

い
っ
た
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
を
対
象
と
し
た
活
動
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
私
が
考
え
る

『
福
祉
』
と
は
、
そ
う
し
た
活
動
だ
け
を
指
す
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
誰
し
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ

『
生
き
に
く
さ
』
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
そ

ア
ー
ト
で
ひ
ら
く「
福
祉
」の
新
た
な
地
平

れ
で
も
、『
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
ま
ま
で
い
い
』
と
、

そ
の
存
在
を
丸
ご
と
肯
定
し
、
互
い
の
『
生
き
に
く

さ
』
を
認
め
合
い
、
支
え
合
え
る
よ
う
な
関
係
性
、
そ

し
て
、
そ
う
し
た
関
係
性
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
、

そ
れ
こ
そ
が
、
私
が
考
え
る
『
福
祉
』
で
あ
り
、『
ケ

ア
』
で
す
」
と
伊
藤
氏
は
、「
福
祉
」
の
本
質
を
語
る
。

さ
ら
に
、「
た
と
え
ば
、
体
が
不
自
由
で
、
な
か
な
か

家
か
ら
出
ら
れ
な
い
高
齢
者
が
い
る
と
し
ま
す
。
そ
う

し
た
方
が
、
社
会
と
接
点
を
持
ち
続
け
る
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
の
か
。
バ
リ
ア
を
ど
う
取
り
除
い
て
い

け
ば
い
い
の
か
。
社
会
の
側
が
、
一
方
的
に
何
か
を
し

て
あ
げ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
お
互

『
心
の
豊
か
さ
』
を
育
む
力
こ
そ
、
ア
ー
ト
が
持
つ
力

の
本
質
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

そ
し
て
、
伊
藤
氏
は
、
S
D
G
s

17
の
ゴ
ー
ル
が
溶

け
合
わ
な
い
疎
外
要
因
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
ケ
ア
の

考
え
方
に
も
通
じ
る
、
望
ま
な
い
孤
独
ま
た
は
孤
立
だ

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。「
2
0
3
0
年
に
は
3

人
に
1
人
が
65
歳
以
上
と
な
る
高
齢
社
会
。
高
齢
者
た

ち
は
退
職
し
た
り
体
が
衰
え
た
り
す
る
な
か
で
、
孤
独

や
孤
立
し
た
状
態
に
な
り
や
す
く
な
っ
て
い
く
。
さ
ら

に
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
寸
断
さ
れ
た

ま
ま
、
社
会
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
。
社
会
的
な
健
康
と
い
う
か
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
方
も
以
前
よ
り
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

2
0
2
4
年
に
発
足
し
た
『
W
H
O
社
会
的
つ
な
が
り

に
関
す
る
委
員
会
』
の
共
同
議
長
を
務
め
る
米
国
公
衆

衛
生
局
長
官
の
ビ
ベ
ッ
ク
・
マ
ー
シ
ー
博
士
に
よ
る
と
、

一
人
ひ
と
り
の
身
体
に
目
を
向
け
た
場
合
、
1
日
に
タ

バ
コ
を
15
本
吸
う
よ
り
も
、
孤
立
し
て
い
る
こ
と
の
方

が
健
康
を
損
な
わ
せ
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
孤
独
や

孤
立
は
医
療
機
関
で
は
治
せ
ま
せ
ん
。
社
会
の
問
題
だ

か
ら
自
治
体
に
任
せ
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
難
し
い

で
す
。
さ
ら
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
解
決
で
き
る
の
か
と

い
う
と
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
す
」

そ
う
し
た
課
題
に
対
し
、
伊
藤
氏
は
、
ま
ず
社
会
的

な
総
合
知
を
育
む
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
つ
く
り
、
簡

単
に
解
決
で
き
な
い
問
題
に
対
し
て
考
え
続
け
て
い
く

「
文
化
的
処
方
」の
可
能
性

い
に
と
っ
て
心
地
よ
い
関
係
性
を
築
い
て
い
け
る
の
か
。

そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
『
ケ
ア
』
の
実
践
に
、『
き
く
力
』
は
欠
か
せ
な

い
要
素
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
必
要

と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
、「
き
く
力
」
の
重
要
性

を
改
め
て
強
調
す
る
。

「
と
び
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、「
D
O
O
R
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
で
実
践
を
重
ね
て
き
た
伊
藤
氏
が
、
現
在
、
中
心

と
な
っ
て
推
し
進
め
て
い
る
の
が
、
2
0
2
3
年
度
か

ら
始
ま
っ
た
10
年
間
に
わ
た
る
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
共
生
社
会
を
つ
く
る
ア
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

共
創
拠
点
（
A
R
T
共
創
拠
点
）」
だ
。
こ
れ
は
国
立
研

究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
J
S
T
）「
共
創
の

場
形
成
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（CO

I-N
EXT

）」
に
よ
っ
て

採
択
さ
れ
た
も
の
で
、
藝
大
を
中
心
と
す
る
産
官
学
の

42
機
関
（
2
0
2
5
年
2
月
現
在
）
が
参
加
す
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
な
っ
て
い
る
。「
S
D
G
s
の
取
り
組
み

は
2
0
3
0
年
が
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
が
目
指
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
先
に

あ
る
、
持
続
可
能
な
社
会
の
姿
で
す
。
で
は
、
ど
の
よ

う
な
社
会
の
実
現
を
目
指
す
の
か
。
現
状
を
分
析
し
、

そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
、
今
か
ら
で
き
る
研
究
や
社
会
実

装
を
進
め
て
い
く
。
そ
れ
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

テ
ー
マ
で
す
。
よ
く
、『
藝
大
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
養

成
す
る
大
学
』
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
ま
す
が
、

本
学
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
、『
心
豊
か
な
活
力
あ
る
社

共
生
社
会
を
つ
く
る

ア
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
創
拠
点

会
の
形
成
を
目
指
す
』
そ
し
て
『
芸
術
を
も
っ
て
社
会

に
貢
献
す
る
』
と
い
う
文
言
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

S
D
G
s
の
17
の
項
目
に
、『
ア
ー
ト
』
と
い
う
言
葉
は
、

直
接
的
に
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は

S
D
G
s
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、『
ア
ー
ト
』
の
力

が
不
可
欠
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」。

ち
な
み
に
「
N
E
X
T 

S
D
G
s
」
と
し
て
可
視
化

し
た
日
比
野
克
彦
学
長
が
描
い
た
マ
ー
ク
に
は
、
花
び

ら
の
よ
う
に
円
形
に
並
べ
ら
れ
た 

17 

個
の
各
色
の
ゴ
ー

ル
（
真
ん
中
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
が
絶
妙
な
バ
ラ
ン

ス
で
滲
み
あ
い
、
溶
け
あ
っ
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ

る
。「
こ
れ
は
、
ア
ー
ト
の
持
つ
『
多
様
性
を
認
め
合

う
力
』
を
視
覚
的
に
表
現
し
た
も
の
で
す
。
社
会
に
は
、

様
々
な
課
題
が
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
課

題
は
、
個
別
に
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
複
雑

に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
黄
色
で
、

ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
赤
で
あ
る
、
と
明
確
に
線
引
き

す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
立
場
や
視
点
の
異
な
る

人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
じ
方
や
考
え
方
を
尊
重
し
、

認
め
合
い
な
が
ら
、
よ
り
良
い
社
会
の
あ
り
方
を
模
索

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
な

葉
を
見
つ
け
る
作
業
に
は
、
か
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

要
す
る
も
の
だ
。
伊
藤
氏
は
こ
う
続
け
る
。「
相
手
に

伝
わ
る
よ
う
に
話
す
た
め
に
は
、
聞
い
て
く
れ
る
人
の

存
在
が
大
き
い
。
聞
い
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
、
話
す

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
チ
ャ
ー
ジ
さ
れ
て
さ
ら
に
話
せ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
ん
な
状
態
は
、
聞
い
て
く
れ
る
人
が
話
し

て
い
る
人
を
ケ
ア
し
て
く
れ
て
い
る
、
そ
こ
に
存
在
す

る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
」。「
と
び
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
け
る

活
動
の
中
で
伊
藤
氏
が
実
例
と
し
て
挙
げ
て
く
れ
た
の

は
、
あ
る
お
母
さ
ん
と
び
ラ
ー
の
話
だ
。
そ
の
方
は
、

子
ど
も
を
ベ
ビ
ー
カ
ー
に
乗
せ
て
い
た
頃
、
周
囲
に
迷

惑
を
か
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、
外
出
を
控
え

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
あ
る
時

美
術
館
か
ら
「
あ
な
た
の
ま
ま
で
、
お
子
さ
ん
と
一
緒

に
来
て
い
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
、
救

わ
れ
た
思
い
が
し
た
そ
う
だ
。
こ
の
経
験
か
ら
、
そ
の

お
母
さ
ん
と
び
ラ
ー
は
、「
世
の
中
に
迷
惑
を
か
け
て

し
ま
う
よ
う
な
存
在
だ
と
感
じ
る
時
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、

美
術
館
に
『
お
い
で
』
と
言
っ
て
も
ら
え
た
よ
う
に
、

今
度
は
自
分
が
、
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
た
ち
を
迎
え

入
れ
る
側
に
な
り
た
い
」
と
、
と
び
ラ
ー
の
仲
間
に
自

身
の
課
題
を
共
有
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
思
い
に
共
感

し
た
ほ
か
の
と
び
ラ
ー
た
ち
と
、
美
術
館
の
学
芸
員
が

協
力
し
、「
ベ
ビ
ー
カ
ー
ツ
ア
ー
」
の
企
画
・
実
施
へ

と
つ
な
が
っ
た
と
い
う
。
美
術
館
と
利
用
者
が
フ
ラ
ッ

ト
な
関
係
で
話
し
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
か
ら
こ
そ
の

事
例
だ
ろ
う
。

「
と
び
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
連
動
す
る
か
た
ち
で
上
野

必
修
科
目

選
択
科
目

特
講

e
ア
ー
カ
イ
ブ

  

ラ
ー
ニ
ン
グ

最大
45h

D
O
O
R 

e
ア
ー
カ
イ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ

D
O
O
R 

特
講

22.5h

プ
ロ
グ
ラ
ム
実
践
演
習

22.5h

A
R
T
S

×

SD
G
s

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

22.5h

ケ
ア
×
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・

エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
実
践
論

22.5h

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
像
演
習

22.5h

ケ
ア
×
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

実
践
演
習

22.5h

人
間
形
成
学
総
論

22.5h

ケ
ア
原
論

22.5h

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
実
践
論

█図1：DOORプロジェクトのカリキュラム（2024年度）

2030年までの国際目標であるSDGs以
降の社会の姿を描いた「NEXT SDGs」
のマーク。心を中心に捉えて17個の
ゴールの垣根を融かし、社会に総合知
を創出するアートの力を表現している。
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た
め
の
体
力
を
社
会
が
持
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
急

務
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
目
指
す
の
は
、

個
々
の
幸
福
度
の
上
昇
で
あ
り
、
生
産
活
動
に
関
わ
る

こ
と
が
で
き
る
人
材
の
拡
大
だ
と
語
る
。
そ
の
実
現
に

向
け
た
具
体
的
な
活
動
と
し
て
、「
A
R
T
共
創
拠
点
」

で
は
、
孤
独
や
孤
立
に
陥
り
や
す
い
高
齢
者
、
お
よ
び

そ
の
人
を
取
り
巻
く
家
族
や
介
助
者
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

て
、
段
階
的
に
、
障
害
の
あ
る
方
、
子
ど
も
、
多
様
な

文
化
的
背
景
を
持
つ
人
々
が
社
会
に
参
加
す
る
た
め
の

回
路
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
、
9
つ
の
自
治
体

と
地
域
連
携
し
て
お
り
、
昨
年
の
国
民
文
化
祭
［
＊
3
］

の
会
期
に
合
わ
せ
て
お
こ
な
っ
た
岐
阜
県
美
術
館
で
の

取
り
組
み
で
も
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。「
J
R
岐
阜
駅

前
に
で
き
た
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
昔
か
ら
の
住
民

と
新
住
民
と
が
交
ざ
っ
た
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形

成
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
住
民
た

ち
の
個
々
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
も
上
が
っ
て
い
く
よ

う
な
環
境
づ
く
り
を
踏
ま
え
た
施
策
を
提
案
し
、
国
民

文
化
祭
の
な
か
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
実
施
し
ま
し

た
」
と
伊
藤
氏
は
話
す
。

活
動
内
容
は
、
ま
ず
岐
阜
県
美
術
館
で
ア
ー
ト
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
と
し
て
活
動
し
て
い
た
人
た
ち
に
声
を

か
け
、
文
化
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
［
＊
4
］
育
成
講
座
で
よ

り
専
門
的
な
知
識
を
得
て
も
ら
う
。
そ
し
て
、
そ
の
文

化
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
が
、
住
民
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
味
嗜
好

や
ど
の
よ
う
な
文
化
的
体
験
が
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を

上
げ
る
の
か
な
ど
を
聞
き
取
り
、
そ
の
人
に
合
っ
た
体

験
な
ど
を
提
案
し
て
い
く
。「
こ
の
事
例
で
は
、
配
布

し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
具
体
的
な
活
動
内
容
を
知
っ
た

う
え
で
、
自
身
で
参
加
し
た
い
も
の
を
選
ん
で
も
ら
い
、

次
に
文
化
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
組

み
立
て
ら
れ
た
体
験
型
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
。

最
終
的
に
は
、
本
当
に
自
分
に
合
っ
た
も
の
を
紹
介
し

て
く
れ
る
ソ
ム
リ
エ
の
よ
う
な
個
別
的
処
方
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
参
加
す

る
こ
と
で
、
自
身
の
Q
O
L
（Q

uality of life

）
が
ど
の
よ

う
に
上
が
る
の
か
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」

ま
た
、
同
じ
く
岐
阜
県
の
高
山
市
で
は
、
調
査
活
動

を
行
っ
て
い
る
。「
高
山
市
で
は
、
自
治
体
に
よ
る
健

康
診
断
が
行
わ
れ
て
い
て
、
約
1
万
人
の
市
民
が
参
加

し
て
い
ま
す
。
そ
の
方
々
に
、
自
身
が
文
化
や
芸
術
に

ど
れ
だ
け
近
し
い
か
、
体
験
し
て
い
る
か
と
い
う
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
任
意
で
す
が
、
そ
れ
で
も

9
0
0
名
以
上
の
方
が
答
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
文
化

的
な
活
動
や
お
祭
り
な
ど
の
地
域
活
動
を
し
て
い
る
こ

と
が
、
そ
の
方
の
社
会
的
、
精
神
的
、
肉
体
的
な
健
康

状
態
と
ど
の
よ
う
に
紐
づ
い
て
い
る
の
か
を
追
跡
調
査

し
て
い
ま
す
。
ま
だ
2
年
目
で
デ
ー
タ
回
収
の
段
階
な

の
で
詳
細
は
明
か
せ
ま
せ
ん
が
、
結
果
が
出
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
高
山
市
と
の
協
議
の
上
で
長
期
的

に
続
け
て
い
く
予
定
で
す
」
と
伊
藤
氏
。

こ
の
よ
う
な
「
A
R
T
共
創
拠
点
」
に
よ
る
ア
プ

ロ
ー
チ
に
は
、
藝
大
独
自
の
「
文
化
的
処
方
」
と
い
う

考
え
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で

実
装
さ
れ
て
い
る
「
社
会
的
処
方
」
を
発
展
さ
せ
た
考

え
だ
。
社
会
的
処
方
と
は
、
患
者
の
孤
独
や
社
会
的
な

課
題
に
対
し
て
、
医
薬
品
な
ど
で
対
処
す
る
の
で
は
な

く
、
運
動
教
室
や
サ
ー
ク
ル
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
へ
の
参
加
を
促
し
、
心
身
の
健
康
改
善
を
目
指

す
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
し
、
伊
藤
氏
は
社
会
的
処
方

だ
け
で
は
足
り
な
い
と
い
う
。

「
人
は
他
者
と
の
つ
な
が
り
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身

の
心
と
向
き
合
う
時
間
も
、
と
て
も
大
切
な
の
だ
と
思

い
ま
す
。
社
会
と
も
つ
な
が
る
し
、
自
分
の
心
と
も
向

き
合
う
時
間
が
あ
る
、
そ
う
い
う
行
き
来
を
す
る
こ
と

が
、
ア
ー
ト
体
験
で
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

ひ
と
り
で
音
楽
を
聴
い
て
、
そ
の
世
界
観
に
没
頭
す
る

一
方
で
、
多
く
の
聴
衆
と
一
緒
に
、
演
奏
に
酔
い
し
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
友
人
と
作
品
の
感
想
を

語
り
合
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ひ
と
り
作
品
と
じ
っ
く
り

向
き
合
う
時
間
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
う

い
っ
た
体
験
は
、
科
学
が
客
観
性
や
再
現
性
を
重
視
し

て
真
実
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、

ア
ー
ト
が
個
人
の
主
観
を
大
切
に
す
る
か
ら
こ
そ
生
ま

れ
ま
す
」

一
人
ひ
と
り
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
、
考
え
方
は

極
め
て
個
人
的
な
営
み
だ
が
、
そ
の
内
面
を
と
こ
と
ん

ま
で
突
き
詰
め
、
深
め
た
先
に
、
普
遍
的
な
も
の
、
伊

藤
氏
が
「
間
主
観
」
と
表
現
す
る
、
多
く
の
人
の
共
感

を
呼
ぶ
も
の
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
極
め
て
個
人
的
で
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の

に
、
他
者
と
の
共
感
を
生
み
、
感
動
を
呼
び
起
こ
す
力

が
、
ア
ー
ト
に
は
あ
る
の
で
す
。
こ
の
力
を
使
っ
て
社

会
的
処
方
を
さ
ら
に
1
歩
前
に
進
め
た
も
の
、
そ
れ
が

『
文
化
的
処
方
』（
図
2
）
で
す
。
ア
ー
ト
と
地
域
の
取
り

組
み
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
、

そ
の
人
が
そ
の
人
ら
し
く
い
ら
れ
る
体
験
と
か
場
所
を
、

『
文
化
的
処
方
』
と
し
て
地
域
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
で
、

人
が
社
会
に
参
加
す
る
た
め
の
新
し
い
回
路
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
」

「
文
化
的
処
方
」
や
「
A
R
T
共
創
拠
点
」
に
お
け
る

文
化
芸
術
の
捉
え
方

―
―
他
者
と
の
対
話
・
共
感
へ

伊
藤
達
矢
（
い
と
う
・
た
つ
や
）

東
京
藝
術
大
学
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
／

教
授
。
1
9
7
5
年
生
ま
れ
。
東
京
藝
術
大
学
大
学
院

美
術
研
究
科
美
術
教
育
専
攻
博
士
課
程
修
了
（
博
士

号
取
得
）。
専
門
は
美
術
教
育
。
東
京
都
美
術
館
×
東

京
藝
術
大
学
の
ア
ー
ト
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ー
形
成
事
業
「
と

び
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
は
じ
め
、
多
様
な
文
化
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
企
画
立
案
に
携
わ
る
。
2
0
1
3
年
よ
り
「M

useum

 Start 

あ
い
う
え
の
」

に
も
従
事
。
現
在
、
東
京
藝
術
大
学
が
中
核
と
な
る
「
共
生
社
会
を
つ
く
る
ア
ー

ト
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
共
創
拠
点
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
。
共
著
に

『
ケ
ア
と
ア
ー
ト
の
教
室
』（
左
右
社
、
2
0
2
2
年
）、『
美
術
館
と
大
学
と
市
民
が

つ
く
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
青
幻
舎
、
2
0
1
8
年
）
な
ど
。

注＊
1 

東
京
上
野
の
9
つ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
東
京
都
美
術
館
、
東
京
藝
術
大
学
、

上
野
の
森
美
術
館
、
恩
賜
上
野
動
物
園
、
国
立
科
学
博
物
館
、
国
立
国
会

図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
、
国
立
西
洋
美
術
館
、
東
京
国
立
博
物
館
、

東
京
文
化
会
館
）
が
連
携
し
、
上
野
「
文
化
の
杜
」
を
世
界
に
誇
る
「
学

び
の
場
」
と
す
る
た
め
の
事
業
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
ア
ー
ト
を
よ
り
楽
し

む
た
め
の
入
り
口
と
な
る
「
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
提
供
し
て

い
る
。

＊
2 

社
会
人
な
ど
を
対
象
と
し
た
、
体
系
的
な
知
識
・
技
術
な
ど
の
習
得
を
目

指
す
特
別
の
課
程
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）。
修
了
者
に
は
、
学
校
教
育
法
に
基
づ

く
履
修
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る
。

＊
3 

国
民
一
般
の
各
種
の
文
化
活
動
を
全
国
的
規
模
で
発
表
、
共
演
、
交
流
す

る
場
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
文
化
活
動
へ
の
参
加
の
意
欲
を
喚

起
し
、
新
し
い
芸
術
文
化
の
創
造
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
61

（
1
9
8
6
）
年
度
か
ら
、
各
都
道
府
県
の
持
ち
回
り
で
毎
年
開
催
さ
れ
て

い
る
国
内
最
大
の
文
化
の
祭
典
。

＊
4 

ア
ー
ト
や
文
化
芸
術
を
用
い
て
、
人
々
が
社
会
に
参
加
で
き
る
機
会
を
つ

く
る
専
門
人
材
。

活
動
は
、
一
見
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
」
と
は
異

な
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
伊
藤
氏
は
こ
う
し
た
活
動
こ
そ
が
本
来
の
文
化
芸

術
の
役
割
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
芸
術
の
役
割
が

狭
義
に
捉
え
ら
れ
す
ぎ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。

か
つ
て
芸
術
と
い
え
ば
、
優
れ
た
技
巧
を
持
つ
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
作
品
が
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
学

で
も
そ
の
才
能
を
育
て
る
こ
と
に
注
力
し
、
そ
れ
が
先

端
だ
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
の
心
が
な
い

と
こ
ろ
に
物
事
は
生
ま
れ
な
い
、
人
が
作
っ
た
も
の
は

全
て
ア
ー
ト
で
あ
る
と
伊
藤
氏
は
語
る
。「
ア
ー
ト
を

介
し
て
自
分
た
ち
の
存
在
を
認
め
、
い
か
に
共
感
し
合

え
る
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
は
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。
世
界
と
積
極
的
に
関
わ
り
、
参
加
・
対
話
の
プ
ロ

セ
ス
を
通
じ
て
、
人
々
の
日
常
か
ら
既
存
の
社
会
制
度

に
い
た
る
ま
で
、
何
ら
か
の
変
革
を
も
た
ら
す
、
い
わ

ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
に
も

価
値
を
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
創
る
こ
と
自
体
が
自
分
の
作
品
で
あ
る
と
い
う

よ
う
に
、
ア
ー
ト
を
広
く
捉
え
る
こ
と
が
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
」

芸
術
の
本
質
を
捉
え
直
す
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
、

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
A
I
の
発
展
は
、

「
人
間
と
は
何
か
」「
人
間
に
と
っ
て
の
豊
か
さ
と
は
何

か
」
と
い
う
根
源
的
な
問
い
を
、
私
た
ち
に
突
き
つ
け

る
。
そ
の
時
に
必
要
と
な
る
の
が
、
一
人
ひ
と
り
が
、

自
分
自
身
の
内
面
と
向
き
合
い
、
自
分
な
り
の
も
の
の

見
方
や
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
て
い
く
こ
と
、
そ
し

て
、
他
者
と
共
感
し
、
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
だ
。
こ

う
し
た
「
ア
ー
ト
的
思
考
」
は
、
A
I
時
代
を
生
き
る

私
た
ち
に
と
っ
て
、
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
文
化
芸
術
の
価
値
や
定
義
は
、
今
、
人
や
地
域
・
社

会
の
中
に
根
付
き
、
育
つ
「
場
」
や
機
会
づ
く
り
そ
の

も
の
へ
と
拡
張
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
今
後
さ
ら

に
大
切
な
役
割
を
果
た
し
、
未
来
を
担
う
大
き
な
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
。

芸術文化
体験

福祉
社会保障

医療
治療や薬

文化的処方
一人ひとりに合った

ケアと社会参加をデザイン

█図2：文化的処方のイメージ図

アートと福祉・医療・テクノロジーを融合させ、多様な人 と々社会と
を結ぶアートを介したコミュニケーションを用いて、個人の生きがい
や尊厳に直結し、人が人として生きるためウェルビーイングを高める。

「高山市、もっと元気に！プロジェクト」は、
長期介入研究としてアンケート調査を継続
して行い、健康診断データを含めた解析
をしている。
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（画像 3）「ドクメンタ15」タリン・パディ、ダンボー
ルの人形。

（画像2）「ドクメンタ15」シェロ・ヘンデ監督《孤独
な木々》の上映 風景。撮影／著者（以下、すべて）

（画像 1）インドネシアを拠点とする世界的なアー
ティスト集団「ルアンルパ」。写真提供／著者

は
じ
め
に

ア
ー
ト
と
聞
い
て
人
は
何
を
想
像
す
る
だ
ろ
う
か
。

美
し
い
も
の
、
類た

ぐ
い

稀ま
れ

な
る
才
能
を
持
つ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

に
よ
る
卓
越
し
た
作
品
、
そ
れ
を
見
て
癒
や
し
を
得
る

も
の
。
そ
の
よ
う
な
印
象
を
持
つ
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
美
し
い
作
品
を
見
て
楽
し
む
こ
と
、
展
覧

会
で
そ
の
よ
う
な
作
品
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
か

ら
離
れ
、
ホ
ッ
と
す
る
こ
と
な
ど
も
、
ア
ー
ト
の
素
晴

ら
し
い
側
面
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
別
世
界
の
人
間
で
は
な
く
、
私
た
ち

の
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、ど
の
時
代

で
あ
れ
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
り
出
す
も
の
に
は
そ
の
時

代
の
社
会
状
況
が
必
ず
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

昨
今
の
世
界
の
ア
ー
ト
の
動
き
を
見
て
み
る
と
、
そ

の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
筆
者
が
訪
れ
た
ド
イ
ツ
の
国

際
展
や
イ
ギ
リ
ス
で
の
展
覧
会
を
通
し
て
気
づ
い
た
こ

と
を
中
心
に
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
博

物
館
と
美
術
館
を
含
む
）
が
ど
の
よ
う
に
今
日
の
社
会
問

題
を
意
識
し
、
表
現
や
展
示
を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い

て
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し

た
い
。

西
欧
中
心
の
ア
ー
ト
の
解
体
と

多
様
な
ア
ー
ト
の
あ
り
方

2
0
2
2
年
、
ド
イ
ツ
の
都
市
カ
ッ
セ
ル
で
現
代

ア
ー
ト
の
国
際
展
「
ド
ク
メ
ン
タ
15
」（
2
0
2
2
年
6

月
18
日
〜
9
月
25
日
）
が
行
わ
れ
た
。
1
9
5
5
年
に
始

ま
っ
た
ド
ク
メ
ン
タ
は
5
年
に
1
度
開
か
れ
、
イ
タ
リ

ア
の
「
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
と
並
ぶ
重
要

な
国
際
展
と
し
て
、
毎
回
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

15
回
目
と
な
る
今
回
、
展
覧
会
の
陣
頭
指
揮
を
執
る
芸

術
監
督
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
（
グ
ル
ー
プ
）
で
あ
る
「
ル
ア
ン
ル
パ

（ruangrupa

）」
が
選
出
さ
れ
た
（
画
像
1
）。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
出
身
の
芸
術
監
督
が
常
で
あ
る
国
際
展
に
お
い
て
ア

ジ
ア
か
ら
監
督
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
初
め
て
で
あ
り
、

し
か
も
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
は
画
期
的

な
で
き
ご
と
だ
っ
た
。

2
0
0
0
年
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
結
成
さ
れ
た
ル
ア
ン

ル
パ
は
、
急
速
に
都
市
化
の
進
む
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
社

会
問
題
に
焦
点
を
お
き
、
展
覧
会
や
リ
サ
ー
チ
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
、
出
版
な
ど
、
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
き

た
。
彼
ら
は
「
ド
ク
メ
ン
タ
15
」
の
テ
ー
マ
と
し
て
イ

れ
ぞ
れ
の
環
境
で
異
な
る
現
実
社
会
に
お
い
て
機

能
す
る
作
品
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
読
み
取
り
、
理

解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
［
＊
2
］。

す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
中
心
性
」
を
解
体

す
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
西
欧
世
界
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
き
た
ア
ー
ト
の
文
脈
で
は
す
く
い
取
れ
な
か
っ
た
多

様
な
ア
ー
ト
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で

機
能
し
て
い
る
ア
ー
ト
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
き
す
ぎ

た
資
本
主
義
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
て
き
た
「
グ
ロ
ー
バ

ル
サ
ウ
ス
」
の
反
資
本
主
義
宣
言
に
も
聞
こ
え
る
。

展
覧
会
に
は
通
常
の
美
術
館
で
は
見
る
こ
と
の
な
い

作
品
が
数
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
参
加
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
ほ
と
ん
ど
が
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
（
グ
ル
ー
プ
）
で
あ

る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
個
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ

る
自
律
性
の
高
い
作
品
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

状
況
を
反
映
し
た
共
同
体
に
よ
る
表
現
が
紹
介
さ
れ
て

い
た
。

ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
「
米
蔵
」
を
意
味
す
る
「
ル
ン
ブ
ン

（Lum
bung

）」
を
掲
げ
た
。
ル
ン
ブ
ン
と
は
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
田
舎
に
あ
る
伝
統
で
、
将
来
に
備
え
て
米
を

貯
め
て
お
く
倉
庫
を
示
す
。
貯
蔵
さ
れ
た
米
は
地
域
が

共
有
す
る
財
産
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
精
神
に

基
づ
き
、
予
算
や
知
識
、
ア
イ
デ
ア
を
公
平
に
分
か
ち

合
い
、
持
続
可
能
な
環
境
と
社
会
、
経
済
を
「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」
を
ベ
ー
ス
に
構
築
す
る
こ
と
が
ド
ク
メ
ン
タ

の
目
標
と
さ
れ
た
［
＊
1
］。

ル
ア
ン
ル
パ
は
以
下
の
よ
う
に
訴
え
る
。

知
識
や
歴
史
や
芸
術
に
関
す
る
西
洋
的
〝
中
心

性
〟
を
ど
う
反
中
心
的
な
も
の
に
解
体
で
き
る
か
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
ア
ー
ト
界
の
モ
デ
ル
に
合
っ
て
い

な
い
が
故
に
見
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
多

様
な
ア
ー
ト
の
実
践
や
作
品
が
存
在
す
る
。

単
な
る
個
人
的
表
現
の
追
求
や
単
体
と
し
て
展

示
さ
れ
る
た
め
の
作
品
、
あ
る
い
は
個
人
コ
レ
ク

タ
ー
や
権
威
的
美
術
館
に
売
る
作
品
で
は
な
く
、
そ

例
え
ば
「
コ
ミ
ナ
・
フ
ィ
ル
ム
・
ア
・
ロ
ジ
ャ
ヴ
ァ
」

（K
om
îna Fîlm

 a R
ojava

）
は
、
シ
リ
ア
北
部
の
ク

ル
ド
人
を
中
心
と
し
た
ロ
ジ
ャ
ヴ
ァ
自
治
区
の
映
画
製

作
者
た
ち
に
よ
る
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
で
、
ク
ル
ド
人
の
文

化
を
映
像
に
収
め
て
い
る
。
シ
ェ
ロ
・
ヘ
ン
デ
（Şêro 

H
indê

）
監
督
に
よ
る 

《
孤
独
な
木
々
（T

he Lonely 

T
rees

）》（
2
0
1
7
）
で
は
、
ク
ル
ド
の
民
族
歌
謡
を

歌
う
名
人
た
ち
の
姿
が
紹
介
さ
れ
た
。
美
し
い
草
原
の

景
色
を
バ
ッ
ク
に
響
く
、
そ
の
圧
倒
的
な
歌
声
の
世
界

に
引
き
込
ま
れ
る
。
迫
害
と
弾
圧
の
歴
史
の
中
で
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
少
数
民
族
の
ク
ル
ド
文
化
を
後
世
に
伝
え

る
貴
重
な
映
像
で
あ
る
（
画
像
2
）。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
「
タ
リ
ン
・
パ

デ
ィ
（T

aring Padi

）」
は
、
展
示
会
場
の
建
物
の
庭

に
夥

お
び
た
だし
い
数
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
製
の
人
形
を
設
置
し
た
。

そ
こ
に
は
差
別
へ
の
反
対
、
移
民
の
苦
し
み
な
ど
様
々

な
発
言
が
書
か
れ
て
い
る
（
画
像
3
）。
タ
リ
ン
・
パ
デ
ィ

は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
、
多
様
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
、
こ
れ
ら

を
制
作
し
た
。
説
明
に
は
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
影
絵
人

形
芝
居
（
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
）
の
伝
統
と
、
社
会
正
義
を

求
め
る
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
（
政
治
的
・
社
会
的
な
活
動
家
）

の
活
動
を
結
び
つ
け
た
」
と
あ
る
。
建
物
内
の
会
場
に

も
数
多
く
の
版
画
や
バ
ナ
ー
が
あ
り
、
庶
民
の
身
近
な

素
材
と
技
法
を
用
い
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
搬
す
る
ア
ク

テ
ィ
ビ
ス
ト
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
3
0
0
年

以
上
に
わ
た
る
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
支
配
、
第
二
次
世

界
大
戦
中
の
日
本
軍
に
よ
る
占
領
、
冷
戦
時
代
は
ス
ハ

ル
ト
政
権
に
よ
る
弾
圧
に
苦
し
ん
だ
歴
史
を
持
つ
イ
ン

ア
ー
ト
は
社
会
の
鏡 

―
―
問
題
提
起
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

特
集

A
raki N

atsum
i

荒
木
夏
実

﹇
東
京
藝
術
大
学
准
教
授
／
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
／
美
術
評
論
家
﹈

ア
ー
ト
は
そ
の
時
代
や
社
会
情
勢
を
反
映
し
、
と
き
に
新
た
な
気
づ
き
を
世
に
提
示
し
て
き
た
。

特
に
近
年
は
、
現
在
進
行
形
の
社
会
課
題
を
テ
ー
マ
に
表
現
活
動
を
行
う

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
増
え
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
自
ら
も
独
自
の
視
点
で
展
覧
会
を
企
画
し
て
き
た
荒
木
夏
実
氏
が
、

現
代
ア
ー
ト
を
め
ぐ
る
、
世
界
の
新
し
い
潮
流
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

文
化
芸
術
に
で
き
る
こ
と
︱︱
人
を
つ
な
ぎ
︑
社
会
を
ひ
ら
く

2627 C E L   M a r c h  2 0 2 5C E L   M a r c h  2 0 2 5



上／（画像4）展覧会
「Hilma af Klint & Piet 
Mondrian」の様子。
下／（画像5）展覧会

「A World in Common： 
Contemporary African 
Photography」の様子。

個展「Zanele Muholi」の展示風景。右／（画像6）ザネレ・ムホリ《Faces 
and Phases》、中上／（画像7）《Katlego Mashiloane and Nosipho 
Lavuta, Ext. 2, Lakeside, Johannesburg》、中下／（画像 8）《Brave 
Beauties, Durban》、左／（画像 9）展示された葬儀の様子。

ド
ネ
シ
ア
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
、
ア
ー
ト
と
ア

ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
（
行
動
主
義
）
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

関
係
な
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
作
品
も
、
少
数
民
族
の
ロ
マ
の
伝
統
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
の
抵
抗
、
非
西
欧

文
化
圏
に
お
け
る
L
G
B
T
Q
＋
の
人
々
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
な
ど
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
少
な

か
っ
た
地
域
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
現
実
を
直
視
さ
せ
る

内
容
が
多
か
っ
た
。
日
本
人
の
筆
者
を
含
む
、
資
本
主

義
の
先
進
国
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
る
い
ま
だ
西
欧
中
心

の
「
ア
ー
ト
」
に
慣
れ
た
訪
問
者
に
と
っ
て
は
、
初
め

て
の
光
景
、
そ
し
て
初
め
て
知
る
問
題
が
多
く
提
示
さ

れ
た
展
覧
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
東
南
ア

ジ
ア
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
、
ア
ラ
ブ
や

南
ア
メ
リ
カ
な
ど
非
西
欧
、
非
先
進
国
の
様
々
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
連
帯
し
、
現
在
進
行
形
の
あ
ら
ゆ
る
問

題
を
激
し
く
訴
え
か
け
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
熱
を
感

じ
る
き
わ
め
て
刺
激
的
で
画
期
的
な
国
際
展
だ
っ
た
。

ア
ー
ト
と
政
治
、
経
済
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
が
分
離
さ

れ
ず
、
混
在
す
る
状
態
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
で
異
な

る
現
実
社
会
に
お
い
て
機
能
す
る
作
品
が
存
在
す
る
」

と
明
示
し
た
ル
ア
ン
ル
パ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
深
く

理
解
で
き
る
貴
重
な
体
験
だ
っ
た
。

変
わ
る
西
欧
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
代
表
す
る
国
際
展
の
監
督
を
ル
ア
ン

ル
パ
が
任
さ
れ
た
背
景
に
は
、
当
然
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
内
で
の
大
き
な
変
化
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
西
欧
白
人

男
性
を
基
軸
と
し
て
き
た
美
術
史
を
見
直
し
、
自
ら
の

植
民
地
主
義
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
女
性
や
被
植
民
地

出
身
、
移
民
、
そ
の
他
の
非
白
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
紹

介
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
ま
た
、
性
の
多
様
性

に
注
目
し
て
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に

も
注
目
し
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
国
内
に
4
館
の
国
立
美
術
館
を
擁
し
、
イ

ギ
リ
ス
政
府
が
所
蔵
す
る
美
術
作
品
を
収
蔵
・
管
理
す

る
テ
ー
ト
で
は
、近
年
女
性
や
黒
人
を
扱
っ
た
展
覧
会
が

数
多
く
開
催
さ
れ
て
い
る
。『The Art N

ew
spaper

』

の
見
出
し
に
「
2
0
2
1
年
の
テ
ー
ト
の
個
展
は
女
性

が
席
巻
」
と
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
［
＊
3
］、
こ
の
年

は
女
性
作
家
の
ル
バ
イ
ナ
・
ヒ
ミ
ッ
ド
（Lubaina 

H
im
id

）、
草
間
彌
生
、
ゾ
フ
ィ
ー
・
ト
イ
バ
ー
=
ア

ル
プ
（Sophie T

aeuber-A
rp

）、
ポ
ー
ラ
・
レ
ゴ

（Paula R
ego

）
の
個
展
が
開
催
さ
れ
た
。

2
0
2
3
年
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
女
性
前
衛
画

家
ヒ
ル
マ
・
ア
フ
・
ク
リ
ン
ト
を
ピ
ー
ト
・
モ
ン
ド
リ

ア
ン
と
と
も
に
紹
介
す
る
「H

ilm
a af K

lint &

 

Piet M
ondrian

」（
画
像
4
）、
サ
ラ
・
ル
ー
カ
ス
（Sarah 

Lucas

）
の
個
展
と
70
〜
80
年
代
に
イ
ギ
リ
ス
で
活
躍

し
た
1
0
0
人
の
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
見
せ
る

「W
om
en in Revolt !

」
が
開
催
さ
れ
た
。

ま
た
、「
白
人
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
ア
フ
リ
カ
」
で

は
な
く
、
ア
フ
リ
カ
出
身
の
写
真
家
が
撮
っ
た
ア
フ
リ

カ
を
紹
介
す
る
グ
ル
ー
プ
展「A W

orld in Com
m
on : 

Contem
porary A

frican Photography

」（
画
像
5
）

が
開
か
れ
た
。
筆
者
も
い
く
つ
か
の
展
示
を
実
際
に
見

て
、
テ
ー
ト
の
姿
勢
を
強
く
感
じ
た
。

先
日
（
2
0
2
4
年
12
月
）
筆
者
が
訪
れ
た
際
に
は
、

ロ
ン
ド
ン
の
テ
ー
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
い
て
南
ア
フ
リ
カ

出
身
の
写
真
家
ザ
ネ
レ
・
ム
ホ
リ
の
大
規
模
個
展

「Zanele M
uholi

」（
2
0
2
4
年
6
月
6
日
〜
2
0
2
5

年
1
月
26
日
）
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
ム
ホ
リ
は
か
つ

て
よ
り
自
ら
を
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
り
ア
ク
テ
ィ
ビ

ス
ト
」
と
名
乗
っ
て
お
り
、
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
黒

人
の
L
G
B
T
Q
＋
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
に
作

品
を
制
作
し
て
き
た
。

2
0
0
6
年
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
ム
ホ
リ
が
作
り

続
け
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
《Faces and Phases

》（
画

像
6
）
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
L
G
B
T
Q
＋
の
個
々
人

を
撮
っ
た
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
で
、
こ
れ
ま
で
制
作
し
た
総

数
は
6
0
0
点
を
超
え
る
。
会
場
の
壁
を
埋
め
尽
く
す

写
真
は
圧
巻
だ
っ
た
。
ム
ホ
リ
は
被
写
体
と
長
い
時
間

を
か
け
て
関
係
を
作
り
、
時
を
経
て
同
じ
被
写
体
を
撮

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
様
々
な
段
階

（Phases

）
を
記
録
す
る
の
だ
。
被
写
体
の
強
い
眼
差

し
は
、
自
身
の
存
在
を
誇
る
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
と
こ
ち

ら
を
見
つ
め
る
。
そ
れ
は
ム
ホ
リ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。「
視
覚
表
現
の
歴
史
を
通
し
て
、
私
た
ち

の
活
動
に
印
を
つ
け
、
位
置
づ
け
、
保
存
し
て
将
来
参

照
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
未
来
の
世
代
に
〝
私

た
ち
は
こ
こ
に
い
た
〟
と
知
ら
せ
る
た
め
に
大
事
な
こ

と
な
の
で
す
」［
＊
4
］
と
語
る
よ
う
に
、
ム
ホ
リ
は
南

ア
フ
リ
カ
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
存
在
を
な
い
も
の

に
し
な
い
で
ほ
し
い
と
強
く
願
い
、
生
き
て
い
る
証
と

し
て
写
真
に
記
録
す
る
の
で
あ
る
（
画
像
7
）。

ム
ホ
リ
は
ク
ィ
ア（Q

ueer

）に
よ
る
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー

コ
ン
テ
ス
ト
の
様
子
も
撮
っ
て
い
る
（
画
像
8
）。
ク
ィ
ア

や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
根
深
い
差
別
意
識

を
少
し
で
も
変
え
、
参
加
者
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
見
る

人
の
意
識
が
変
化
す
る
こ
と
を
ム
ホ
リ
は
望
ん
で
い
る
。

1
9
7
2
年
生
ま
れ
の
ム
ホ
リ
は
、
1
9
9
0
年
代

初
頭
ま
で
続
い
た
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

（
人
種
隔
離
政
策
）
に
よ
る
黒
人
差
別
の
偏
見
と
暴
力
の

歴
史
も
体
験
し
て
き
た
。
ム
ホ
リ
の
L
G
B
T
Q
＋

を
鼓
舞
し
続
け
る
活
動
は
、
白
人
支
配
へ
の
黒
人
に
よ

る
抵
抗
の
歴
史
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
本
展
の
中
で
も
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
今
日
に
至
る
南
ア
フ
リ
カ
の

差
別
と
抵
抗
に
関
す
る
で
き
ご
と
が
、
ポ
ス
タ
ー
や
映

像
と
と
も
に
時
系
列
に
示
さ
れ
て
い
る
。

年
表
を
見
る
と
南
ア
フ
リ
カ
が
2
0
0
6
年
に
法
案

を
通
し
、
ア
フ
リ
カ
初
、
世
界
で
5
番
目
に
同
性
婚
を

認
め
た
国
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
迷
信
や
因
習
に
よ
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対

す
る
人
々
の
差
別
意
識
は
非
常
に
強
い
。「
治
癒
す
る
」

と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
る
レ
ズ
ビ
ア
ン
へ
の
レ
イ
プ
や
、

L
G
B
T
Q
＋
へ
の
暴
力
や
殺
人
が
絶
え
な
い
の
で
あ

る
。
ム
ホ
リ
は
そ
の
よ
う
な
犠
牲
と
な
っ
た
仲
間
の
葬

儀
の
様
子
も
展
示
し
て
い
る
（
画
像
9
）。

展
示
の
最
後
の
壁
に
、
ム
ホ
リ
の
言
葉
が
あ
る
。

「
南
ア
フ
リ
カ
や
そ
れ
以
外
の
地
域
で
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ

ム
（
偏
見
や
差
別
、
憎
悪
を
動
機
と
す
る
犯
罪
）
が
高
ま
る

中
で
、
私
の
使
命
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
の
ク
ィ
ア

や
ト
ラ
ン
ス
の
視
覚
表
現
の
歴
史
を
書
き
直
し
、
私
た

ち
の
抵
抗
と
存
在
を
世
界
に
示
す
こ
と
で
す
」［
＊
5
］。

ル
ア
ン
ル
パ
が
「
ド
ク
メ
ン
タ
」
で
示
し
た
よ
う
に
、

ア
ー
ト
と
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
が
一
体
と
な
り
、
現
在
進

行
形
の
「
現
場
」
の
問
題
に
対
峙
す
る
態
度
が
ム
ホ
リ

の
写
真
と
言
葉
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。

そ
し
て
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
と

争
い
な
が
ら
南
ア
フ
リ
カ
を
植
民
地
化
し
、
黒
人
労
働

者
を
搾
取
し
て
鉱
山
か
ら
の
富
を
得
て
い
た
イ
ギ
リ
ス

に
と
っ
て
、
南
ア
フ
リ
カ
の
現
在
に
ま
で
続
く
様
々
な

問
題
は
、
ひ
と
ご
と
で
は
済
ま
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

被
植
民
地
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
多
く
の
展
覧

会
が
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス

の
植
民
地
主
義
へ
の
反
省
と
、
そ
れ
を
昔
の
話
と
し
て

終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
見
て
こ
な
か
っ

た
歴
史
と
文
化
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
決
意
が
感
じ

ら
れ
る
。

戦
争
へ
の
今
日
的
な
視
点

世
界
に
お
け
る
究
極
の
問
題
と
も
い
え
る
戦
争
。
戦

争
の
実
態
に
真
っ
向
か
ら
取
り
組
む
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
あ

る
。
イ
ギ
リ
ス
国
内
5
館
の
博
物
館
か
ら
成
る
帝
国
戦
争

博
物
館
（Im

perial W
ar M

useum

以
下
、
I
W
M
）
は
、

2829 C E L   M a r c h  2 0 2 5C E L   M a r c h  2 0 2 5



上／（画 像13）
「戦争と心」イ
ラク戦争時の反
戦デモの展示。
右／（ 画 像14）

「戦争と心」入
り口の学生向け
ワークシート。 右／（画像11）「戦争と心」第一

次世界大戦のポスター。
上／（画像12）「戦争と心」イ
ラク戦争時のトニー・ブレア元
英首相の映像。

（画像 10）企画展「戦争と心」入り口の映像。

荒
木
夏
実
（
あ
ら
き
・
な
つ
み
）

東
京
藝
術
大
学
准
教
授
。
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
、
美
術
評
論
家
。
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
生

ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
卒
業
、
英
国
レ
ス
タ
ー
大
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
修
了
。
三
鷹
市
芸
術
文
化
振
興
財
団
（
1
9
9
4
年
〜
2
0
0
2
年
）、
森

美
術
館
（
2
0
0
3
年
〜
2
0
1
8
年
）の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
経
て
、
2
0
1
8
年
よ
り

現
職
。「
ゴ
ー
・
ビ
ト
ゥ
イ
ー
ン
ズ
展
：
こ
ど
も
を
通
し
て
見
る
世
界
」（
2
0
1
4
年
）

で
第
26
回
倫
雅
美
術
奨
励
賞
、
第
10
回
西
洋
美
術
振
興
財
団
学
術
賞
受
賞
。
現
代
美

術
と
社
会
と
の
関
係
に
注
目
し
、
ア
ー
ト
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
活
動
を
展
開

し
て
い
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
（
略
称
、
W
W
I
）
以
降
の
紛
争
と
そ

れ
が
人
々
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
、

紛
争
を
経
験
し
た
人
々
の
経
験
を
物
語
る
品
々
や
ス

ト
ー
リ
ー
を
収
集
し
て
い
る
［
＊
6
］。
I
W
M
ロ
ン
ド

ン
で
は
戦
争
が
人
々
の
精
神
に
与
え
る
影
響
を
探
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
「
戦
争
と
心
（W

ar and the 

M
ind

）」（
2
0
2
4
年
9
月
27
日
〜
2
0
2
5
年
4
月
27

日
）
と
い
う
興
味
深
い
企
画
展
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。

ま
ず
入
り
口
の
パ
ネ
ル
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
家
や

陸
上
競
技
の
ア
ス
リ
ー
ト
の
姿
と
と
も
に
短
い
言
葉
が

映
し
出
さ
れ
る
。「
私
た
ち
は
協
力
し
、
そ
し
て
競
争

す
る
」「
人
々
の
競
争
心
は
大
抵
は
無
害
な
も
の
だ
」

「
し
か
し
、
対
立
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
野
心
、

考
え
は
グ
ル
ー
プ
間
の
危
険
な
緊
張
を
生
み
出
す
こ
と

が
あ
る
」。
さ
ら
に
戦
場
の
兵
士
と
言
葉
が
浮
か
び
上

が
る
。「
歴
史
を
通
し
て
、
人
間
は
暴
力
に
頼
っ
て
き

た
」（
画
像
10
）。

こ
の
ご
く
短
い
映
像
の
中
で
、
戦
争
が
起
こ
る
構
造

が
端
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
特
別
な

こ
と
で
は
な
く
、
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
も
容
易

に
想
像
で
き
る
。

会
場
に
は
多
く
の
戦
争
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
や
映
像

な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
兵
士
を
鼓
舞
す
る
も
の
や

国
に
残
さ
れ
た
人
々
を
励
ま
す
も
の
、
敵
を
貶お

と
し

め
る
も

の
な
ど
、
ど
こ
の
国
で
も
戦
時
の
言
葉
遣
い
は
似
通
っ

て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
イ
ギ
リ
ス
が
参
戦
す
る

理
由
を
書
い
た
ポ
ス
タ
ー
に
は
「
命
と
名
誉
、
自
由
、

人
類
」
を
侵
略
者
か
ら
守
る
た
め
と
い
う
大
義
名
分
が

示
さ
れ
て
い
る
。
単
純
化
さ
れ
た
原
因
、
子
ど
も
で
も

わ
か
る
簡
単
な
言
葉
、
語
呂
の
よ
さ
な
ど
、
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
特
有
の
明
快
さ
が
表
れ
て
い
る
（
画
像
11
）。

開
戦
時
、
当
時
の
首
相
が
国
民
に
対
し
ど
の
よ
う
に

説
明
し
た
か
を
示
す
映
像
も
興
味
深
い
。
第
二
次
世
界

大
戦
時
の
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
フ
ォ
ー
ク
ラ

ン
ド
紛
争
時
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
、
イ
ラ

ク
戦
争
時
の
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
の
ス
ピ
ー
チ
の
映
像
が

流
れ
て
い
た
（
画
像
12
）。

し
か
し
、
威
勢
の
よ
い
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
は
対
照
的

に
、
資
料
や
元
兵
士
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
調
査

を
行
っ
た
研
究
者
の
説
明
や
、
展
示
壁
に
書
か
れ
た
元

兵
士
の
言
葉
か
ら
は
、
切
迫
し
た
戦
場
で
の
状
況
が
伝

わ
っ
て
く
る
。「
夏
場
の
暑
さ
で
常
に
鼻
を
突
く
血
の

臭
い
が
し
て
い
た
（
W
W
I
）」「
神
経
が
や
ら
れ
て
し

ま
っ
て
、
爆
撃
の
音
に
震
え
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
怖

い
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
た
だ
震
え
を
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た

（
W
W
I
）」「
人
か
ら
〝
あ
な
た
戦
地
で
素
晴
ら
し
い
仕

事
を
や
っ
て
の
け
ま
し
た
ね
〟
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
耐

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
も
か
も
が
耐
え
難
か
っ
た
（
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
紛
争
）」［
＊
7
］。

兵
士
が
戦
地
で
精
神
に
異
常
を
き
た
す
現
象
は
第
一

次
世
界
大
戦
に
「
シ
ェ
ル
シ
ョ
ッ
ク
」（
砲
弾
シ
ョ
ッ
ク
、

戦
争
神
経
症
）
と
呼
ば
れ
、
後
に
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ

ス
障
害
（
P
T
S
D
）
と
し
て
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

兵
士
た
ち
を
収
容
す
る
簡
素
な
テ
ン
ト
の
治
療
所
の
写

真
や
異
常
行
動
を
記
録
し
た
映
像
な
ど
が
展
示
さ
れ
て

い
た
。

さ
ら
に
本
展
の
興
味
深
か
っ
た
点
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
の
反
戦
ポ
ス
タ
ー
や
反
戦
デ
モ
の
記
録
が
多
く

紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
2
0
0
3
年
の
イ
ラ
ク
戦

争
に
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
参
戦
し
た
際
に

は
、
イ
ギ
リ
ス
各
地
で
反
戦
運
動
が
起
こ
っ
た
。「
戦

争
で
は
な
く
お
茶
を
（M

ake T
ea N

ot W
ar

）」
と
書

か
れ
た
ポ
ス
タ
ー
や
、
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
て
デ
モ
行

進
す
る
人
々
の
映
像
が
展
示
さ
れ
て
い
た
（
画
像
13
）。

ま
た
、
展
覧
会
入
り
口
に
あ
っ
た
中
学
生
以
上
の
学

校
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
も
注
目
に
値
す
る
。
例
え
ば

以
下
の
よ
う
な
質
問
が
あ
る
。

展
示
を
見
る
前
に
以
下
の
記
述
に
賛
成
か
否
か

を
答
え
て
く
だ
さ
い
。

「
戦
争
は
人
間
の
性
分
の
一
部
で
あ
り
、
避
け
難

く
、
な
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」

他
の
人
の
考
え
を
聞
い
て
、
自
分
の
意
見
の
理

由
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

展
示
を
見
終
わ
っ
た
時
に
も
う
一
度
こ
の
記
述

を
見
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
考
え
は
変
わ
り
ま

し
た
か
？
（
画
像
14
）
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回
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問
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＊
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個
人
と
集
団
の
関
係
を
鋭
く
観
察
し
、
そ
の
深
層
心
理
を
探
る
作
品
を

発
表
し
て
き
た
小
泉
明
郎
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
元
兵
士
と
の
対
話

を
通
し
て
、
戦
争
体
験
を
テ
ー
マ
に
し
た
演
劇
的
作
品
を
制
作
し
て
い

る
。
藤
井
光
は
、
日
本
の
帝
国
主
義
に
関
す
る
問
題
を
様
々
な
角
度
か

ら
探
り
、
植
民
地
支
配
の
構
造
や
戦
争
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
関
係
、
現

代
の
移
民
問
題
な
ど
、
過
去
を
見
つ
め
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
今
日
的

諸
問
題
を
あ
ぶ
り
出
す
作
品
を
制
作
す
る
。

＊
10 

例
え
ば
2
0
1
9
年
の
国
際
展
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
で
は
、
企

画
展
「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」
に
出
品
さ
れ
た
従
軍
慰
安
婦
を

連
想
さ
せ
る
《
平
和
の
少
女
像
》（
キ
ム
・
ソ
ギ
ョ
ン
、
キ
ム
・
ウ
ン
ソ

ン
作
）
な
ど
に
反
感
を
覚
え
た
人
々
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
が
事
務
局
に
殺

到
し
、「
不
自
由
展
」
を
3
日
間
で
中
止
す
る
事
態
が
起
き
る
。
企
画
展

中
止
を
検
閲
と
み
な
し
た
海
外
の
国
際
展
参
加
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
自
身

の
展
示
を
閉
鎖
し
た
り
、
変
更
す
る
な
ど
の
抵
抗
運
動
が
起
こ
っ
た
。

「
戦
争
を
な
く
す
こ
と
は
可
能
か
不
可
能
か
」
と
い
う

根
源
的
な
問
い
に
、
筆
者
も
簡
単
に
は
答
え
を
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
だ
け
悲
惨
な
経
験
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
ど
の
国
も
同
じ
口
調
で
戦
争
を
肯
定
し
、
市

民
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
実
態
を
、
戦
争
博
物

館
は
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
通
し
て
伝
え
て
い
る
。
世
界
最

大
の
帝
国
主
義
国
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
博
物
館
が
、
国

家
や
戦
争
を
讃
え
る
の
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
研
究
と

分
析
に
よ
っ
て
今
日
的
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ

の
態
度
に
感
嘆
す
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
展
示
や
議
論
が
日
本

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
教
育
現
場
で
可
能
だ
ろ
う
か
。

「
戦
争
＝
悪
」「
平
和
こ
そ
が
大
事
」
な
ど
の
お
決
ま
り

の
言
葉
で
思
考
停
止
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
の

今
を
見
れ
ば
、
幾
つ
も
の
終
わ
り
の
見
え
な
い
戦
争
が

進
行
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
答
え
を
出
す
」
の
で
は

な
く
、
思
考
す
る
こ
と
、
議
論
し
て
多
様
な
意
見
に
耳

を
傾
け
る
こ
と
が
必
要
な
は
ず
だ
。

現
在
進
行
形
の
問
題
を
表
現
に

植
民
地
主
義
の
歴
史
、
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
移
民

な
ど
、
世
界
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
現

在
進
行
形
の
問
題
に
対
し
て
果
敢
に
取
り
組
ん
で
い
る

［
＊
8
］。
自
国
の
過
去
を
振
り
返
り
、
見
過
ご
し
て
き
た

ス
ト
ー
リ
ー
に
注
目
し
、
多
様
な
当
事
者
の
視
点
を
取

り
込
む
努
力
を
し
て
い
る
。
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

性
だ
け
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
波
風
を
立
て

な
が
ら
根
本
的
な
問
題
提
起
を
し
て
い
く
こ
と
が
ア
ー

ト
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
可
能
な
の
だ
。

単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
日
本
で
は
政
治
的

テ
ー
マ
を
ア
ー
ト
の
表
現
で
扱
う
こ
と
は
敬
遠
さ
れ
る

傾
向
が
あ
る
。
小
泉
明め

い

郎ろ
う

や
藤
井
光
［
＊
9
］
な
ど
、
日

本
の
過
去
の
植
民
地
主
義
や
戦
争
に
向
き
合
い
、
優
れ

た
作
品
を
表
現
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
も
増
え
て
い
る
が
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ど
の
公
的
組
織
が
積
極
的
に
そ
の
よ

う
な
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
こ
と
は
少
な
く
、
ま
た
そ
の

実
践
が
容
易
で
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
何
か
の

き
っ
か
け
で
展
示
が
「
思
想
的
」
と
み
な
さ
れ
て
「
炎

上
」
し
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
［
＊
10
］。

よ
り
多
様
な
視
点
を
も
つ
展
覧
会
を
展
開
す
る
た
め

に
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
社
会
的
環
境
が
必
要
だ
。

そ
し
て
展
示
を
見
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
も
「
善
悪
」
や

「
好
き
嫌
い
」
で
は
な
く
、
様
々
な
価
値
や
思
考
を
ま

ず
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
賛
同
し
た
り
反
対
し
た
り
す
る

議
論
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
自
由
で
オ
ー
タ
ナ
テ
ィ

ブ
な
問
題
提
起
を
発
信
し
て
い
く
た
め
に
も
、「
拒
絶
」

で
は
な
く
、
対
話
の
機
会
が
も
っ
と
増
え
る
と
い
い
。

私
自
身
が
多
様
な
ア
ー
ト
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
通
し
て

見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
文
化
や
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で

き
た
よ
う
に
、
多
く
の
人
が
そ
の
機
会
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
た
い
。
よ
り
開
か
れ
た
世
界

を
目
指
し
て
。
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創
作
活
動
が
人
と
人
を
結
び
、
地
域
の
新
た
な
価

値
を
生
み
出
し
、
課
題
の
解
決
に
ま
で
道
を
開
く
。

そ
ん
な
先
進
的
な
活
動
を
駆
動
す
る
各
地
の
文
化
拠

点
、
そ
し
て
人
々
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担
う
人
た

ち
は
、
何
を
目
指
し
、
ど
ん
な
こ
と
を
行
っ
て
い
る

の
か
。
特
集
全
体
を
総
括
す
る
視
点
か
ら
お
話
を

伺
っ
た
の
は
、
文
化
施
設
や
ア
ー
ト
計
画
の
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
と
し
て
活
躍
し
、
文
化
政
策
の
調
査
研
究

に
携
わ
っ
て
き
た
吉
本
光
宏
氏
。
共
有
す
べ
き
地
域

の
「
入い

り
会あ

い
地ち

」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
「
文
化
的

コ
モ
ン
ズ
」の
考
え
方
、
そ
し
て
全
国
の
先
進
的
事

例
を
通
じ
て
、
見
え
て
き
た
の
は
文
化
芸
術
の
変
わ

ら
ぬ
価
値
で
あ
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て
地
域
の
文

化
拠
点
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
果
た
す
役
割
だ
っ
た
。

ア
ー
ト
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
ま

ち
づ
く
り
的
な
視
点
か
ら
、
あ
る
い
は
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ

ン
グ
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
関
連
づ
け
て
語
ら
れ
て
い

ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ
る
な
か
で
結
論
的
に
述

べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
は
「
未
知
の
も
の
を

生
み
出
し
て
い
く
力
」
と
い
う
大
切
な
価
値
が
ま
ず
根

本
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
既
成
概
念
に
囚
わ
れ
な
い
、

誰
も
見
た
こ
と
が
な
い
、
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
よ

う
な
創
造
性
（
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
）。
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
は
そ
れ
を
新
し
い
作
品
と
し
て
表
現
し
ま
す
。

そ
う
し
た
基
本
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
文
化
芸
術
に

は
、
社
会
が
ま
だ
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
、
役
割
や
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
―
―
そ
の
ひ
と

つ
が
、「
異
な
る
分
野
を
つ
な
ぎ
、
境
界
を
乗
り
越
え

に
さ
せ
る
力
」
が
あ
り
、
行
動
変
容
を
促
す
こ
と
も
少

な
く
な
い
の
で
す
。

私
は
40
年
近
く
前
か
ら
文
化
政
策
に
関
わ
る
仕
事
を

行
い
、
調
査
研
究
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
間
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ン
ド
リ
ー
［
＊
2
］
ら
が
「
創
造
都
市
」

を
提
唱
し
た
1
9
9
5
年
頃
か
ら
、
文
化
芸
術
が
も
つ

「
創
造
性
」
が
大
き
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

2
0
0
0
年
代
に
は
横
浜
や
金
沢
、
札
幌
な
ど
の
自
治

体
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
都
市
政
策
を
掲
げ
ま
し
た
。

一
方
で
文
化
芸
術
が
教
育
や
福
祉
、
ま
ち
づ
く
り
な

ど
他
の
政
策
領
域
と
結
び
つ
く
こ
と
で
化
学
反
応
が
生

ま
れ
、
そ
れ
が
ア
ー
ト
の
新
た
な
可
能
性
と
し
て
注
目

を
集
め
る
動
き
も
起
こ
り
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
文
化
芸

術
の
「
社
会
化
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
動
き
で
す
。

こ
こ
に
あ
げ
た
創
造
性
と
社
会
化
―
―
文
化
政
策
に

お
い
て
、
こ
の
ふ
た
つ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
私
自

身
に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
2
0
1
1

年
の
東
日
本
大
震
災
で
し
た
。
文
化
の
仕
事
に
携
わ
る

者
と
し
て
恥
ず
か
し
い
話
で
す
が
、
岩
手
県
南
部
地
方

の
「
鹿し

し

踊お
ど
り

」
や
福
島
県
の
「
相そ

う

馬ま

野の

馬ま

追お
い

」［
＊
3
］
な

ど
、
被
災
地
で
数
百
年
に
わ
た
り
受
け
継
が
れ
て
き
た

芸
能
や
祭
り
の
力
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
存
続
に

不
可
欠
な
も
の
と
し
て
の
「
人
々
が
集
う
こ
と
が
で
き

る
場
」
の
重
要
性
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
の

で
す
。

こ
の
と
き
、
私
も
携
わ
っ
た
「
一
般
財
団
法
人 

地

全
体
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の

「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」の
発
見

域
創
造
」［
＊
4
］
に
よ
る
調
査
研
究
で
は
、
震
災
の
翌

年
か
ら
2
年
か
け
て
、
地
域
の
公
立
文
化
施
設
の
役
割

を
調
べ
ま
し
た
。
結
果
、
被
災
地
で
求
め
ら
れ
て
い
る

皆
が
「
集
ま
れ
る
文
化
的
な
場
所
」
は
、
必
ず
し
も
文

化
施
設
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
学
校
や
公
民
館
、
福
祉

施
設
、
神
社
仏
閣
、
商
店
街
で
も
よ
い
。
公
立
の
文
化

施
設
は
、
む
し
ろ〝
地
域
の
記
憶
と
共
感
の
装
置
〟
と

し
て
、
文
化
的
つ
な
が
り
を
促
す
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
―
―
そ
う
い
う
提
言
の
骨
子
が
見
え
て

き
た
頃
、
調
査
研
究
委
員
の
ひ
と
り
だ
っ
た
吉
見
俊
哉

［
＊
5
］
氏
（
当
時
、
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
教
授
）
が

「
文
化
拠
点
で
は
な
く
、
全
体
が
つ
な
が
る
文
化
的
コ

モ
ン
ズ
（
共
有
財
産
、
共
有
地
）
で
は
な
い
か
」
と
発
言

さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
に
お
け
る
「
入
会

地
」［
＊
6
］
と
し
て
の
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
考
え
方
は
あ
く
ま
で

全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の
で
、
そ
れ
で
何
か
が

解
決
す
る
よ
う
な
〝
特
効
薬
〟
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で

も
、
地
域
に
お
け
る
文
化
の
役
割
が
多
様
化
し
、
拡
張

し
て
い
る
さ
ま
を
的
確
に
表
現
す
る
言
葉
だ
と
感
じ
ま

し
た
。
想
像
を
超
え
た
反
応
が
あ
り
、
文
化
的
コ
モ
ン

ズ
と
い
う
言
葉
は
今
、
文
化
行
政
の
核
を
な
す
重
要
な

考
え
方
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
来
は
社
会
全

体
で
共
有
す
べ
き
文
化
が
、
ま
だ
そ
う
い
う
存
在
に

な
っ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
思
い
を
込
め
て
、
私
も

2
0
2
3
年
に
設
立
し
た
シ
ン
ク
タ
ン
ク
に
「
文
化
コ

モ
ン
ズ
研
究
所
」
と
名
付
け
ま
し
た
。

て
い
く
力
」
で
す
。
福
祉
や
教
育
、
文
化
、
産
業
と

い
っ
た
異
な
る
行
政
政
策
や
社
会
課
題
と
い
っ
た
面
に

お
い
て
も
そ
う
で
す
し
、
複
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ

な
ぐ
力
も
あ
り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
と
、
日

本
で
は
地
域
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、

「
人
の
集
団
」
を
指
す
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
人
の
集
団
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
や
障
が
い
と

歩
む
人
た
ち
の
集
団
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
文
化
芸
術

は
、
そ
れ
ら
多
様
な
意
味
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
地
域

社
会
と
つ
な
げ
る
こ
と
も
で
き
る
ん
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
最
近
は
〝
ア
ー
ト
が
社
会
的
な
課
題

を
解
決
す
る
〟
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ア
ー
ト
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

と
し
て
も
、
課
題
の
解
決
の
た
め
に
文
化
芸
術
が
存
在

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
解
決
よ
り

手
前
で
、
社
会
の
課
題
を
可
視
化
し
「
気
づ
き
を
与
え

る
力
」
の
ほ
う
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

例
を
あ
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
C
O
P
21

（
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
21
回
締
約
国
会
議
）
開
催
中

の
2
0
1
5
年
の
パ
リ
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
・
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
生
ま
れ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
オ
ラ
フ
ァ
ー
・

エ
リ
ア
ソ
ン
［
＊
1
］
が
地
質
学
者
の
ミ
ニ
ッ
ク
・
ロ
ー

ジ
ン
グ
と
協
力
し
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
フ
ィ
ヨ
ル
ド

か
ら
運
ん
だ
、
融
け
て
い
く
氷
塊
を
街
な
か
に
展
示
し

た
「
ア
イ
ス
・
ウ
ォ
ッ
チ
」
と
い
う
作
品
な
ど
、
そ
の

好
例
で
す
。
あ
る
い
は
、
旅
人
が
芸
術
祭
な
ど
で
作
品

に
触
れ
て
地
域
の
価
値
を
知
り
、
最
後
に
は
そ
こ
に
住

み
着
い
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
ま
れ
に
起

こ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
文
化
芸
術
に
は
人
々
を
「
本
気

脇
坂
敦
史
=
取
材
・
執
筆

古
里
麻
衣
=
撮
影

文
化
的「
入
会
地
」と
し
て
の

 コ
モ
ン
ズ
が
育
む
も
の

 

――
期
待
さ
れ
る
多
様
な
営
み
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
役
割

代表を務める「文化コモン
ズ研究所」のオフィスにて。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

［
合
同
会
社
文
化
コ
モ
ン
ズ
研
究
所
代
表
］

吉
本
光
宏
　

脇
坂
敦
史
=
取
材
・
執
筆

古
里
麻
衣
=
撮
影

い 

り

あ 

い

ち

特
集
／
文
化
芸
術
に
で
き
る
こ
と
︱
︱
人
を
つ
な
ぎ
︑社
会
を
ひ
ら
く
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█図3：「75の糸口」骨子

出典／報告書「変化する地域と越境する文化の役割」
（一般財団法人 地域創造 2022年）より（一部改変）

A  文化政策・文化行政・文化施設
●文化政策には発想の転換が求められている
●文化行政の先入観を更新する　
●文化施設の根本を考え直す

B  劇場・創造・文化の場づくり
●舞台芸術や文化拠点の持つ力、創造や表現という芸術のコアを大切にする
●文化の「場づくり」に力を注ぐ

C  アート・アーティストの役割
●アートやアーティストは価値観を更新させ、別の思考や行動を促していく
●アートの目的や機能は課題解決ではなく、地域の基礎体温をあげること

D  コーディネーターに求められる姿勢
●市民や地域をその気にさせる
●余白や「ゆるさ」、「聴く力」を大切に　
●もっと雑談・相談・広聴を

E  コーディネーターの活躍に向けて
●コーディネーターの位置づけ、役割を考え直す
●コーディネーターを育成し、新たな評価の視点を持つ
●市民活動から市民自治を展望していく

文
化
的
な
営
み
全
体
が
コ
モ
ン
ズ
を
形
成
し
、
そ
こ

で
は
個
々
の
文
化
施
設
も
、
ひ
と
つ
の
「
ノ
ー
ド
（
結

節
点
）」
で
あ
る
。
そ
れ
が
前
述
の
提
言
で
語
ら
れ
た

イ
メ
ー
ジ
（
図
1
）
で
あ
り
、
地
域
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な

ノ
ー
ド
を
つ
な
ぐ
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
の
重
要
性

も
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
私
自
身
、
そ
の
後
に
コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
す

る
な
か
で
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
へ
の
考
え
を
深
め
、
現
場

で
活
動
す
る
人
た
ち
と
接
す
る
な
か
で
見
え
て
き
た
の

は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
単
な
る
つ
な
ぎ
役
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
時
に
、
地
域
に
お
け
る
文
化

的
コ
モ
ン
ズ
形
成
の
イ
メ
ー
ジ
（
図
2
）
も
、
よ
り
複
雑

に
境
界
が
接
す
る
、
領
域
横
断
的
な
も
の
に
改
め
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

2
0
2
1
年
に
は
、
同
じ
地
域
創
造
で
「
地
域
と
文

化
芸
術
を
つ
な
げ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　

イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
よ
る
事
例
調
査
」
も
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域

と
文
化
・
芸
術
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
活
躍
し
て
い
る

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
6
組
7
名
の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
行
い
、
そ
の
活
動
を
詳
細
に
調
べ
て
み
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
横
浜
で
小
劇
場
「
S
T
ス
ポ
ッ
ト
」

を
運
営
す
る
N
P
O
法
人
「
S
T
ス
ポ
ッ
ト
横
浜
」

の
小
川
智
紀
氏
と
田
中
真
実
氏
。
彼
ら
は
劇
場
で
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
創
造
活
動
を
支
え
な
が
ら
、
横
浜
市

の
教
育
事
業
（
横
浜
市
芸
術
文
化
教
育
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
）、
障
が
い
者
の
文
化
芸
術
活
動
、
地
域
課
題
の
解

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
果
た
す

結
節
点
と
し
て
の
役
割
の
多
様
化

決
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
事
業
（
ヨ
コ
ハ
マ
ア
ー
ト
サ
イ
ト
）

に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
違
う

よ
う
に
も
見
え
る
分
野
で
す
が
、
話
を
聞
い
て
い
る
と

お
ふ
た
り
の
な
か
で
は
す
べ
て
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
現
場
に
課
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
文
化
芸
術
の
力
で
解

決
し
た
い
」「
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
活
動
が
広

が
っ
た
」「
自
分
た
ち
を
〝
つ
な
ぎ
役
〟
と
思
っ
た
こ

と
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
す
。

あ
る
い
は
、
長
野
県
上
田
市
の
海
野
町
商
店
街
に
あ

る
「
犀さ

い

の
角つ

の

」
と
い
う
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
併
設
の
劇
場
を

運
営
す
る
「
シ
ア
タ
ー
＆
ア
ー
ツ
う
え
だ
」
の
荒
井
洋

文
氏
の
ケ
ー
ス
。
中
核
と
な
る
事
業
は
演
劇
で
す
が
、

商
店
街
に
開
か
れ
た
建
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の

さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
関
わ
り
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
た
と

え
ば
コ
ロ
ナ
の
時
期
、
行
き
場
を
失
い
困
窮
す
る
ホ
ー

ム
レ
ス
が
劇
場
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
出
来
事
を
き
っ

か
け
に
、
元
か
ら
交
流
の
あ
っ
た
障
が
い
者
福
祉
団
体

や
N
P
O
、
文
化
団
体
な
ど
が
共
同
で
「
の
き
し
た
」

と
い
う
市
民
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
彼
ら
は
、

寄
付
さ
れ
た
食
料
品
や
日
用
品
を
ス
テ
ー
ジ
に
並
べ
、

支
援
の
必
要
な
人
た
ち
に
提
供
し
つ
つ
、
メ
ン
バ
ー
と

来
場
者
が
一
緒
に
火
を
囲
ん
で
豚
汁
を
食
べ
た
り
、
ス

テ
ー
ジ
で
歌
っ
た
り
す
る
「
お
ふ
る
ま
い
」
と
い
う
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
そ
う
で
す
。

こ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
あ
り
よ

う
を
言
葉
に
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は

越
境
す
る
文
化
コ
モ
ン
ズ
が

地
域
の
課
題
解
決
に
取
り
組
む

を
通
し
、
自
分
と
他
者
の
違
い
や
多
様
性
を
感
じ
、
豊

か
な
関
係
を
つ
く
る
活
動
を
実
施
。
19
年
か
ら
保
護
司

や
研
究
者
ら
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
開
始
し
、
22
年
に
は
ダ

ン
ス
カ
ン
パ
ニ
ー
の
セ
レ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
カ
（
11
頁
参
照
）

に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。

少
年
院
の
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
多
く
が
家
庭
な
ど

で
虐
待
を
受
け
た
経
験
を
も
つ
「
被
害
者
」
で
も
あ
る
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
体
験
し
た
子
ど
も
た
ち
の
感
想

［
＊
7
］
か
ら
は
、
ダ
ン
ス
の
経
験
が
彼
ら
の
心
を
癒
や

し
、
他
の
活
動
で
は
得
ら
れ
な
い
社
会
と
の
「
つ
な
が

り
」
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
感
じ
ま
し
た
。
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
が
壁
を
越
え
て
彼
ら
と
つ
な
が
る
こ
と
で
、
私
た

ち
も
彼
ら
を
深
く
知
る
機
会
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。

た
し
か
に
、
こ
う
い
う
活
動
が
も
た
ら
す
「
成
果
」

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
小
さ
く
て
目
に
見
え
に
く
く
、
数

文
化
芸
術
を
起
点
に
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
領
域
に
越
境
し

合
い
、
自
身
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
目
の
前
の
課
題

に
取
り
組
む
人
た
ち
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
共
通
す
る
の
は
、
ア
ー
ト
の
創

造
的
な
価
値
を
地
域
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
と
結
び

つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

で
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
な
役
割
と
し
て
、
求

め
ら
れ
る
こ
と
は
何
か
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
複
雑
化
す

る
地
域
課
題
と
多
様
な
解
決
に
向
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を

わ
か
り
や
す
く
集
約
す
る
の
は
無
理
な
こ
と
で
す
。
先

の
「
地
域
と
文
化
芸
術
を
つ
な
げ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
」
の
報
告
書
に
も
「
75

の
糸
口
」（
図
3
）
と
し
て
、
各
事
例
か
ら
の
学
び
を
そ

の
ま
ま
提
示
し
ま
し
た
。

一
方
、
地
域
の
中
核
を
な
す
公
立
の
文
化
施
設
か
ら

も
、
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
動
き
が
出
て
き
て
い
ま

す
。
今
回
の
特
集
で
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
北

九
州
芸
術
劇
場
」（
7
頁
参
照
）
な
ど
は
、
そ
の
最
も
優

れ
た
例
の
ひ
と
つ
と
い
え
ま
す
。

ほ
か
に
も
、
た
と
え
ば
新
潟
市
の
「
り
ゅ
ー
と
ぴ
あ

（
新
潟
市
民
芸
術
文
化
会
館
）」
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る

N
oism

は
日
本
初
の
公
共
劇
場
専
属
舞
踊
団
で
す
が
、

2
0
1
8
年
か
ら
視
覚
に
障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
と
共

に
、「
視
覚
障
が
い
者
の
た
め
の
か
ら
だ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
参
加
し
た
全
盲
の
栗
川
治

さ
ん
か
ら
は
「
ダ
ン
サ
ー
と
手
を
合
わ
せ
て
体
を
同
調

さ
せ
、
い
つ
の
間
に
か
自
分
も
踊
っ
て
い
ま
し
た
」
と

ビ
ビ
ッ
ド
な
体
験
談
も
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
本
番
の
公
演
も
観
た
い
」
と
強
く
感
じ
た
栗
川
さ
ん

は
、
劇
場
の
最
前
列
で
音
楽
に
合
わ
せ
て
踊
る
ダ
ン

サ
ー
の
足
音
な
ど
を
聞
き
、
そ
れ
が
「
見
え
た
」
と
も

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

N
oism

代
表
で
世
界
的
に
有
名
な
ダ
ン
サ
ー
金
森

穣
氏
は
、
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
「
目
に
見
え
な
い
も
の
を

体
で
表
現
し
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と

語
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。「
僕
は
金
森
さ
ん
が
目
に
見

え
る
よ
う
に
し
た
表
現
を
、
も
う
一
度
目
に
見
え
な
い

も
の
に
し
て
受
け
取
っ
た
」
と
語
っ
た
栗
川
さ
ん
の
言

葉
に
は
、
文
化
芸
術
が
も
つ
「
越
境
す
る
力
」
の
す
ご

さ
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
れ
以
外
に
も
、
福
島
県
の
「
い
わ
き
ア
リ
オ
ス

（
い
わ
き
芸
術
文
化
交
流
館
）」
で
は
街
な
か
の
面
白
い
こ

と
や
〝
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
課
題
〟
に
取
り
組
む
た
め
の
会

議
を
行
い
、
市
民
の
創
造
性
を
出
発
点
に
い
く
つ
も
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
し

て
い
ま
す
。
公
演
時
の
託
児
用
に
設
け
ら
れ
た
キ
ッ
ズ

ル
ー
ム
を
活
用
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
団
体
と
協
力

し
な
が
ら
妊
婦
向
け
の
ダ
ン
ス
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、

劇
場
な
ら
で
は
の
子
育
て
支
援
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
、

興
味
深
く
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
が
今
、
最
も
注
目
し
て
い
る
試
み
の
ひ
と
つ
は
、

東
京
の
豊
島
区
に
拠
点
を
置
く
N
P
O
法
人
「
芸
術
家

と
子
ど
も
た
ち
」
に
よ
る
「
少
年
院
×
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」

の
取
り
組
み
で
す
。
2
0
0
1
年
設
立
の
同
N
P
O
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
に
い
る
子
ど
も
た
ち
が
創
造
的
体
験

積
極
的
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
に
よ
り

個
々
の
成
果
を
集
合
知
に

地方
自治体

文化的コモンズ

公立
文化施設

自治会

地域
伝統芸能

NPO

民間
文化施設

地場
産業

民間
企業

図書館

寺社
仏閣

お祭り

文化
団体

公民館まちづくり
団体

商店街

教育
機関

福祉
施設

コーディネーター

複
雑
化
す
る
地
域
の
課
題

領
域
を
超
え
て
地
続
き
で
つ
な
が
る
文
化
芸
術・ア
ー
ト

①公立
文化施設

②文化活動
家・表現者

③アート
NPO

④民間劇場
ゲストハウス

⑤地方
公共団体

⑥公民館

気候変動

高齢者
福祉

障がい者
福祉 教育 まちづくり

新型コロナ 外国人
コミュニティ

介護

LGB
TQ

DV

貧困

虐待

独居
老人

生活
支援

認知症

子育て

医療

商店街
活性化

█図1：	「ノード」としての文化施設で結ばれた文化的
コモンズ

█図2：	領域横断的になるコモンズとコーディネーターの役割

出典／報告書「文化的コモンズが、新時代の地域を創造する」
（一般財団法人 地域創造 2016 年）より（一部改変）

出典／報告書「変化する地域と越境する文化の役割」
（一般財団法人 地域創造 2022年）より（一部改変）
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文化芸術の多様な価値を視野に入れた
国全体の政策・地方公共団体の長期計画
文化芸術の多様な価値を視野に入れた
国全体の政策・地方公共団体の長期計画

文化芸術

本質的価値

経済・産業 教育・福祉

地域創生・
観光

投
資

地域的価値

社会的価値経済的価値

文化政策の原点文化政策の原点

█図4：拡張する文化芸術の価値と文化政策の位置づけ

出典／吉本光宏（2008）「再考、文化政策――拡大する役割と求められ
るパラダイムシフト」（ニッセイ基礎研究所報 Autumn 2008）を一部改変

値
化
も
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
長
年
、
文
化
行
政

に
関
す
る
調
査
や
評
価
に
携
わ
っ
て
き
た
私
自
身
、
そ

れ
を
強
く
感
じ
ま
す
。
P
D
C
A
に
基
づ
い
た
課
題
の

把
握
や
改
善
策
の
検
討
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
こ

の
よ
う
に
各
地
で
積
み
重
な
り
つ
つ
あ
る
小
さ
な
変
化

を
集
合
知
と
し
て
解
釈
す
る
よ
う
な
、
文
化
芸
術
の
価

値
を
広
め
る
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
（
意
見
表
明
の
支
援
や
擁
護
）

が
よ
り
大
切
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
教
育
や
地
域
、
経
済
に
お
け
る
芸
術

の
価
値
を
示
す
デ
ー
タ
や
識
者
の
論
考
を
冊
子
に
ま
と

め
た
り
、
ひ
と
り
毎
週
わ
ず
か
14
ペ
ン
ス
の
芸
術
へ
の

投
資
が
も
た
ら
す
幅
広
い
効
果
を
動
画
に
し
た
り
、
あ

の
手
こ
の
手
で
展
開
し
て
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
日
本
で
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
な
先

進
的
事
例
は
ま
だ
少
数
。
公
共
劇
場
の
多
く
が
予
算
を

減
ら
さ
れ
、
活
動
を
維
持
し
て
い
く
の
が
精
一
杯
と
い

う
状
況
で
す
。
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
に
関
わ
る
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
、
自
治
体
、
企
業
、
N
P
O
は
ど
の
よ
う

に
協
働
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
が
、

求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
2
0
1
0
年
頃
か
ら
地
域
ア
ー
ツ
カ
ウ

ン
シ
ル
の
設
立
が
相
次
い
で
い
ま
す
。
従
来
の
文
化
芸

術
の
振
興
を
目
的
に
し
た
芸
術
団
体
等
へ
の
助
成
と
い

う
範
囲
を
超
え
、
ア
ー
ト
か
ら
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
取
り
組
む
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
的
な
活
動
を
発
掘
し
、

後
押
し
し
て
い
く
な
ど
、
文
化
芸
術
の
専
門
機
関
と
し

ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ
ル
、
自
治
体
、

そ
し
て
企
業
に
求
め
ら
れ
る
も
の

て
の
役
割
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
東
京
や
大
阪

な
ど
の
大
都
市
と
は
異
な
り
、
地
方
の
場
合
は
そ
れ
が

顕
著
で
す
。
私
自
身
が
理
事
長
を
務
め
る
「
長
野
県
文

化
振
興
事
業
団
」
の
「
信
州
ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ
ル
」
は
、

そ
う
し
た
助
成
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
文
化
か

ら
地
域
に
変
革
を
も
た
ら
す
動
き
が
県
内
全
域
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
松
本
市
で
は
、
独
居
老
人
へ
の
配
食
サ
ー

ビ
ス
を
行
う
会
社
が
高
齢
者
の
方
の
表
現
・
作
品
、
言

葉
か
ら
作
っ
た
楽
曲
を
掲
載
し
た
Z
I
N
E
（
小
冊
子
）

「
え
ん
が
わ
」
を
配
布
し
て
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
小

諸
市
の
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
農
家
で
は
、
農
園
を
拠
点
と
し

て
表
現
活
動
を
行
い
、
農
業
と
文
化
芸
術
を
つ
な
ぐ
試

み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
上
田
市
の
古
い
映
画
館
「
上
田

映
劇
」
で
は
上
映
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
開
き
、

映
画
館
を
学
校
に
行
き
づ
ら
い
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所

に
す
る
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、

長
野
市
の
善
光
寺
界
隈
の
歴
史
的
な
景
観
や
建
物
を
利

用
し
た
街
な
か
の
芸
術
祭
な
ど
…
…
文
化
芸
術
の
「
越

境
す
る
力
」
が
、
他
領
域
に
も
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
名
の

入
会
地
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
る
。
そ
う
い
う
小
さ
な

芽
吹
き
が
今
、
長
野
県
内
に
限
ら
ず
全
国
で
次
々
に
起

こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
各
地
で
行
わ
れ
て

い
る
芸
術
祭
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
て
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
多
様
な
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
の
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
に
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
政
策
分
野
を
受
け
も

つ
自
治
体
が
重
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
文
化
行
政
の
み
に
任
せ
て
い
る
だ
け
で
は
変

化
は
起
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
福
祉
や
農
業
、
教
育
、
観

光
な
ど
の
分
野
か
ら
、
積
極
的
に
文
化
芸
術
の
力
を
活

用
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
信
州

ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ
ル
が
助
成
し
て
い
る
事
業
の
例
な
ど

は
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
の
あ
り
方
を
考
え
る
際
に
、
大

き
な
示
唆
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

目
を
自
治
体
か
ら
転
ず
れ
ば
、
1
9
9
0
年
代
末
か

ら
多
く
の
N
P
O
が
活
動
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
先
に

あ
げ
た
「
芸
術
家
と
子
ど
も
た
ち
」
の
活
動
も
そ
う
で

す
が
、
た
と
え
ば
N
P
O
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
学
校
に

派
遣
し
た
い
と
提
案
す
る
。
今
で
こ
そ
「
文
化
芸
術
基

本
法
」（
2
0
1
7
年
改
正
）
に
「
観
光
、
ま
ち
づ
く
り
、

国
際
交
流
、
福
祉
、
教
育
、
産
業
そ
の
他
の
各
関
連
分

野
に
お
け
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
」
と
う
た
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
当
時
は
そ
の
こ
と
に
理
解
を
示
し
支
援

し
て
く
れ
る
役
所
は
皆
無
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
か
わ

り
に
支
援
し
て
く
れ
た
の
が
先
進
的
な
メ
セ
ナ
を
行
っ

て
い
た
大
企
業
で
し
た
。
振
り
返
れ
ば
当
時
、
す
で
に

「
文
化
の
た
め
の
メ
セ
ナ
か
ら
社
会
の
た
め
の
メ
セ
ナ

へ
」
と
い
う
よ
う
な
流
れ
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、

企
業
の
方
が
未
来
を
先
取
り
し
て
い
た
と
感
じ
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
メ
セ
ナ
へ
の
関
心
は
以
前
ほ
ど
高

く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
経
営
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
、

S
D
Gs
な
ど
企
業
が
お
金
を
出
す
動
機
も
名
目
も
変

わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て

企
業
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
変
わ
ら
ず
重
要
で
し
ょ
う
。

最
後
に
、
再
び
文
化
芸
術
の
力
と
社
会
へ
の
イ
ン
パ

ク
ト
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
図
4
に
描
い
た
よ
う
に
、

私
は
そ
の
本
質
的
な
価
値
を
中
心
に
「
経
済
的
」「
社

会
的
」
そ
し
て
「
地
域
的
」
な
3
つ
の
価
値
が
あ
る
と

よ
く
説
明
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
1
9
9
0
年
代
ま
で
芸
術
の
本
質
的
価
値

を
支
え
る
こ
と
に
も
重
点
を
置
い
て
い
た
国
の
文
化
政

策
が
今
、
他
の
価
値
に
シ
フ
ト
し
過
ぎ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
危
惧
を
感
じ
て
い
ま
す
。
産
業
振
興

に
役
立
っ
て
儲
か
る
と
か
、
教
育
的
効
果
が
大
き
い
と

か
、
地
域
の
活
性
化
に
役
立
つ
と
か
、
そ
れ
ば
か
り
が

強
調
さ
れ
、
文
化
芸
術
そ
の
も
の
へ
の
投
資
が
お
ろ
そ

か
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。

本
質
的
価
値
を
軽
ん
じ
、
波
及
効
果
ば
か
り
が
注
目

文
化
芸
術
の
本
質
的
価
値
と

波
及
効
果
の
理
想
の
バ
ラ
ン
ス

吉
本
光
宏
（
よ
し
も
と
・
み
つ
ひ
ろ
）

合
同
会
社
文
化
コ
モ
ン
ズ
研
究
所
代
表
。
1
9
5
8
年

徳
島
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
大
学
院
（
都
市
計
画
）

修
了
後
、
社
会
工
学
研
究
所
、
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所

な
ど
を
経
て
2
0
2
3
年
6
月
か
ら
現
職
。
世
田
谷
パ
ブ

リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
、
い
わ
き
ア
リ
オ
ス
、
東
京
オ
ペ
ラ
シ

テ
ィ
、
国
立
新
美
術
館
等
の
文
化
施
設
開
発
の
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
と
し
て
活
躍
す
る
ほ
か
、
文
化
政
策
や
文
化
施
設
に
関
す
る
調
査
研
究
に

取
り
組
む
。
文
化
審
議
会
委
員
、
東
京
芸
術
文
化
評
議
会
評
議
員
、
東
京

2
0
2
0
組
織
委
員
会
文
化
・
教
育
委
員
、（
公
社
）企
業
メ
セ
ナ
協
議
会
理
事
等
を

歴
任
。
2
0
2
3
年
よ
り
長
野
県
文
化
振
興
事
業
団
理
事
長
。
主
な
著
書
は
、『
文

化
か
ら
の
復
興
』（
水
曜
社
）、『
再
考
、
文
化
政
策
』（
ニッセ
イ
基
礎
研
究
所
）
な
ど
。

注＊
1 

1
9
6
7
年
生
ま
れ
。
光
・
水
・
気
温
な
ど
の
自
然
の
要
素
を
用
い
て
、

鑑
賞
者
に
非
日
常
の
体
験
を
与
え
る
大
規
模
な
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

作
品
で
知
ら
れ
る
。

＊
2 

1
9
4
8
年
生
ま
れ
。
都
市
の
未
来
と
再
活
性
化
に
お
け
る
、
文
化
の
創

造
的
活
用
に
関
す
る
国
際
的
権
威
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
先
駆
的
な
文

化
計
画
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
「
コ
メ
デ
ィ
ア
」
の
創
設
者
。

＊
3 

鹿
踊
は
、
シ
カ
の
頭
部
を
模
し
た
鹿
頭
と
布
で
上
半
身
を
隠
し
、
踊
り

手
が
シ
カ
の
動
き
を
表
現
す
る
よ
う
に
激
し
く
飛
び
跳
ね
て
踊
る
郷
土

芸
能
。
相
馬
野
馬
追
は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
で
、
騎
馬
に
よ
る

多
数
の
参
加
者
が
野
駆
け
や
神
旗
争
奪
戦
、
行
列
な
ど
を
行
う
神
事
。

＊
4 

文
化
・
芸
術
の
振
興
に
よ
る
創
造
性
豊
か
な
地
域
づ
く
り
を
目
的
に
、
全
国

の
地
方
団
体
な
ど
の
出
捐（
し
ゅ
つ
え
ん
）
に
よ
り
1
9
9
4
年
に
設
立
。

＊
5 

1
9
5
7
年
生
ま
れ
。
社
会
学
者
。
専
門
は
、
都
市
論
・
文
化
社
会
学

（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）。

＊
6 

村
落
共
同
体
（
入
会
集
団
）
が
全
体
と
し
て
保
有
、
ま
た
は
共
同
利
用

を
認
め
た
土
地
の
こ
と
。
薪
炭
や
落
ち
葉
の
採
取
を
目
的
と
し
た
入
会

山
と
、
屋
根
葺
き
用
の
カ
ヤ
の
採
取
を
目
的
と
し
た
草
刈
場
が
あ
っ
た
。

＊
7 

「
気
持
ち
が
穏
や
か
に
な
り
ま
し
た
」「
心
が
軽
く
な
る
よ
う
な
感
じ
だ
っ

た
」「
自
分
が
歓
迎
さ
れ
て
い
る
気
分
で
、
恥
ず
か
し
い
け
れ
ど
う
れ
し

い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
」
な
ど
（
N
P
O
法
人
「
芸
術
家
と
子
ど
も

た
ち
」
の
記
録
冊
子
『
少
年
院
で
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
実
践
』
よ
り
抜
粋
）。

＊
8 

沖
縄
在
住
の
劇
作
家
・
兼
島
拓
也(

1
9
8
9
年
生
ま
れ)

作
。「
沖
縄

の
問
題
」
が
「
日
本
の
問
題
」
と
し
て
語
ら
れ
な
い
理
由
を
、
ミ
ス
テ

リ
ー
的
な
枠
組
み
の
中
で
捉
え
た
話
題
作
。

さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
は
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
論
で
も
留

意
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
劇
場
に

お
い
て
は
、
や
は
り
創
造
活
動
が
大
切
な
幹
に
あ
た
る
。

肝
心
の
そ
の
部
分
が
痩
せ
て
し
ま
え
ば
、
周
辺
領
域
へ

の
波
及
効
果
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
文
化
政
策
を
語

る
う
え
で
、
懸
念
す
べ
き
は
「
文
化
芸
術
の
道
具
化
」

で
す
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
文
化
芸
術
の
自
律
性
が
奪
わ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
惧
も
あ
り
ま
す
。

一
方
、
逆
説
的
で
す
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
政
策
的

な
要
請
を
手
段
と
し
て
用
い
る
べ
き
と
も
思
っ
て
い
ま

す
。「
教
育
的
効
果
は
？
」
と
問
わ
れ
れ
ば
「
当
然
あ

り
ま
す
」、「
地
域
振
興
は
？
」
と
聞
か
れ
れ
ば
「
も
ち

ろ
ん
役
に
立
ち
ま
す
」
と
自
信
を
も
っ
て
応
じ
る
く
ら

い
で
い
い
。
そ
れ
で
チ
ャ
ン
ス
を
広
げ
て
自
ら
の
芸
術

活
動
を
推
進
す
る
。
簡
単
に
自
律
性
を
奪
わ
れ
な
い
、

し
た
た
か
さ
を
発
揮
し
て
ほ
し
い
。
こ
う
し
て
バ
ラ
ン

ス
を
と
り
な
が
ら
、
す
べ
て
の
価
値
が
共
存
で
き
る
の

が
理
想
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
こ
う
し
た
図
式
化
は
説
明

の
た
め
に
わ
か
り
や
す
く
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の

文
化
芸
術
は
あ
く
ま
で
、
こ
の
経
済
、
社
会
、
地
域
的

な
価
値
を
含
ん
だ
総
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
最

初
に
あ
げ
た
オ
ラ
フ
ァ
ー
・
エ
リ
ア
ソ
ン
も
そ
う
で
す

が
、
最
近
観
た
舞
台
芸
術
で
言
え
ば
『
ラ
イ
カ
ム
で

待
っ
と
く
』［
＊
8
］
と
い
う
作
品
な
ど
も
、
沖
縄
が
抱

え
る
政
治
的
課
題
が
作
品
の
本
質
と
不
可
分
で
し
た
。

今
回
、
紹
介
し
た
各
地
の
活
動
も
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

表
現
活
動
そ
の
も
の
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
や
問
題
意

識
が
分
か
ち
が
た
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
豊

か
な
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
を
育
む
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
力

を
尽
く
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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2012年から5年にわたり英国の政府機関「芸術・
人文研究会議」が行った「文化的価値プロジェクト」
の集大成。文化芸術の必要性と効果について、コ
ミュニティ、経済、健康・幸福など多様な視点から
論じる。客観的エビデンスが重視され、豊富な事
例に方法論のヒントまで示した内容は圧巻だ。

劇作家として芸術文化の社会的役割を訴えてきた
著者が、コミュニティと市民主導のまちづくりの拠
点となる文化施設を「広場」と位置づけて論じる
一冊。多様な課題解決につながる発想と方法論
は、劇場の「外へ出ていく」ことで、人と人との
つながりと新たなエネルギーを生み出してきた北
九州芸術劇場（8頁）の挑戦とオーバーラップする。

吉本氏（32頁）にとって、文化的コモンズに対する
開眼の一契機となった東日本大震災後の地域芸
能との出会い、岩手県各所の神楽、獅子舞、鹿
踊など、地域の祭りや芸能が復興に果たした役
割を現地調査し、多様な支援や文化施設との連携、
新しい実演の形まで論じた本書は“入会地”として
の文化的コモンズの概念を実感するのに最適だ。

「何でもあり」ゆえに難解に思われがちな現代美
術を、「芸術と社会」の関係を軸に、その歴史を紐
解きながら、さまざまな作家や作品、芸術運動に
ついて解説する。副題にある通り、欧米だけでなく、
日本を含む東アジア、エスニック・マイノリティな
どによる美術史の項も充実しており、多角的な視
点で現代美術を捉えている良書だ。

障害のある当事者、福祉関係者、アーティストらが
参加し、「障害者アート」の枠を解き放ち、創造の
エネルギーが社会を動かす25の現場を紹介。アー
ト、福祉、コミュニティ、仕事を掛け合わせ、新た
な価値を創造する試みを追った一冊。「障害」とい
う切り口で表現の力や芸術の価値を見直すことで、
芸術を通した社会変革へのヒントが見えてくる。

伊藤氏（20頁）の「文化的処方」の考え方の根底に
ある「社会的処方」。本書は、孤立の処方箋として
の「社会的処方」とは何かを解説し、誰もが地域
で主体的に関わることの重要性を説く。アートを地
域活動に取り入れた「アート処方」や住民による助
け合いなど、具体的な事例も豊富に紹介。専門家
任せにしない、新しい地域共生のあり方を提示する。

社会学を研究する著者は、アートと社会が近づ
いていると言い、これを「社会とアートの共進化
的動態」と捉える。ありがたく鑑賞する「芸術」
から日常空間に進出した「アート」は、地域経済、
コミュニティ、市民社会にまでかかわりを持つよ
うになった。こうした現状と課題を読者に提示し、
地域におけるアートの可能性を探る一冊。

巻頭対談の木ノ下氏（2頁）の言葉通り、古典は時
代に合わせて新たな読み方ができ、またそうすべ
きものでもある。その際の土台になるのが、それ
ぞれの古典の「基本のキ」を押さえること。本書は、
歌舞伎の世界に通暁した著者が精密な絵と平易
な文で、鑑賞のツボから役者の芸脈、名作演目の
紹介まで幅広く綴った入門書として好適の一冊だ。

ジェフリー・クロシック、パトリツィア・カジンスカ＝著 
中村美亜＝訳
水曜社／ 2022年

平田オリザ＝著
岩波書店／ 2013年

橋本裕之＝著
追手門学院大学出版会／ 2015年

山本浩貴＝著
中央公論新社／ 2019年

たんぽぽの家＝編
学芸出版社／ 2016年

西智弘＝編著
学芸出版社／ 2024年

小松田儀貞＝著
水曜社／ 2022年

日比野啓＝編
森話社／ 2022年

辻和子＝著
エクスナレッジ／ 2022年

『芸術文化の価値とは何か　　
──個人や社会にもたらす変化とその評価』

『新しい広場をつくる　　
──市民芸術概論綱要』

『震災と芸能　　
──地域再生の原動力』

『現代美術史　
── 欧米、日本、トランスナショナル』

『ソーシャルアート　
── 障害のある人とアートで社会を変える』

『みんなの社会的処方
──人のつながりで元気になれる地域をつくる』

『社会化するアート／アート化する社会　　
──社会と文化芸術の共進化』

『最新版 歌舞伎の解剖図鑑
── イラストで小粋に読み解く歌舞伎ことはじめ』

15 26 379 4810

6

7

8

9

10 5

4

3

2

1

地域に密着した市民演劇について論じた一冊。村
芝居や素人歌舞伎のほか、宝塚歌劇のコピー劇団、
高齢者演劇、大阪市西成区の通称・釜ヶ崎の住
人による紙芝居劇団など、多岐にわたる事例を掲
載。孤立しがちな現代において人々が集い、「役割」
を得るなかで社会とつながっていく。演劇は、そ
の触媒となる力を持っていると気づかされる。

『「地域市民演劇」の現在　
──芸術と社会の新しい結びつき』

社会資源としての文化芸術の実情に通じた著者が
口語体で綴る、紙上の文化政策講義。宮沢賢治
の芸術論に始まる市民参加から、文化政策の範
疇、法整備、コミュニティ創生、アートマネジメン
ト、文化施設や指定管理者の課題、創造都市と
都市の権利、多様性と文化権など、吉本氏（32頁）
の話の理解を深めるのに、必読の一冊だ。

藤野一夫＝著 
水曜社／ 2022年

『みんなの文化政策講義　
── 文化的コモンズをつくるために』

文化芸術にできることを
考えるための10冊
人をつなぎ、地域を豊かにし、社会課題解決の糸口となる。

文化芸術の持つ無限の可能性をあらためて見つめ直すべき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。

3839 C E L   M a r c h  2 0 2 5C E L   M a r c h  2 0 2 5



関
西
、
特
に
大
阪
に
は
豊
穣
な
歴
史

や
文
化
が
あ
る
が
、
か
な
り
の
記
憶
が

埋
も
れ
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

地
域
の
資
源
を
掘
り
起
こ
し
、
楽
し
く

わ
か
り
や
す
く
伝
え
よ
う
と
立
ち
上
げ

た
の
が
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
の
活
動

で
あ
る
。
地
域
の
人
々
に
わ
が
ま
ち
の

歴
史
と
現
在
の
つ
な
が
り
を
知
っ
て
も

ら
い
、
誇
り
を
持
っ
て
ほ
し
い
。
地
域

の
活
力
や
都
市
魅
力
の
創
出
に
向
け
活

用
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、

取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
。

旗
揚
げ
は
仮
設
小
屋
の　
　
　
　
　

こ
け
ら
落
と
し　

「
語
り
べ
に
な
っ
て
大
阪
の
歴
史
や
文

化
を
掘
り
起
こ
し
て
み
ま
せ
ん
か
」

1
9
9
4
年
5
月
、
大
阪
市
天
王
寺

区
の
生
花
卸
売
市
場
跡
の
仮
設
小
屋

「
一
心
寺
シ
ア
タ
ー
」［
＊
1
］
の
こ
け
ら

落
と
し
を
兼
ね
て
「
な
に
わ
の
語
り
べ

養
成
講
座
旗
揚
げ
公
演
」
を
開
催
し
た
。

〝
語
り
〟
と
ス
ラ
イ
ド
に
ピ
ア
ノ
の
生

演
奏
を
交
え
「
曽
根
崎
心
中
」
と
「
梅

田
」
の
関
連
を
紹
介
す
る
と
、
大
入
り

の
客
席
か
ら
大
き
な
拍
手
が
沸
き
起
こ

り
「
歴
史
や
文
化
は
難
し
い
と
思
っ
て

い
た
が
、
と
て
も
楽
し
く
学
べ
た
」
と

好
評
を
い
た
だ
い
た
。
半
年
後
、
大
阪

市
主
催
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

一
環
で
大
阪
市
中
央
公
会
堂
大
集
会
室

で
も
発
表
し
た
後
、
市
内
の
市
民
学
習

セ
ン
タ
ー
で
養
成
講
座
を
開
催
し
た

（
☆
1
）。
こ
の
頃
、
大
阪
で
は
経
済
最
優

先
の
風
潮
が
あ
っ
た
が
、
地
域
を
テ
ー

マ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
や
講
座
に
は
多
く

の
人
が
集
ま
っ
た
。

1
9
9
6
年
3
月
、
天
王
寺
区
下
寺

町
一
帯
を
舞
台
に
「
な
に
わ
人
形
芝
居

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
開
催
さ
れ
た
。

昔
は
寺
院
の
境
内
で
は
、〝
人
形
劇
〟

や
〝
紙
芝
居
〟
が
よ
く
上
演
さ
れ
て
お

り
、
身
近
に
あ
っ
た
文
化
や
芸
能
に
焦

点
を
当
て
、
寺
院
の
あ
り
方
を
問
い
、

住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
出
を
試
み
る

催
し
で
あ
っ
た
。
結
果
、
ふ
だ
ん
は
閑

散
と
し
た
界
隈
や
境
内
が
大
勢
の
家
族

で
賑
わ
っ
た
（
☆
2
）。
こ
の
イ
ベ
ン
ト

の
一
環
で
、
再
び
一
心
寺
シ
ア
タ
ー
で

「
一
心
寺
」
や
「
大
阪
の
交
通
」
を
テ
ー

マ
に
公
演
を
開
催
し
盛
況
で
あ
っ
た
。

地
域
と
と
も
に
自
己
を
発
見
す
る

︱︱
地
域
へ
の
関
心
の
高
ま
り

『
C
E
L
』
35
号
（
1
9
9
5
年
12
月
発
行
）

で
は
、「〝
自
分
探
し
〟
へ
の
サ
ポ
ー
ト

シ
ス
テ
ム
―
―
『
な
に
わ
の
語
り
べ
養

成
講
座
』
に
見
る
手
法
」
を
執
筆
。
地

域
の
物
語
を
発
掘
し
伝
え
る
ワ
ー
ク
に

つ
い
て
、
地
域
と
と
も
に
自
己
発
見
が

で
き
、人
と
の
出
会
い
や
交
流
の
「
場
」

を
実
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
記
し
た
。

こ
れ
は
後
の
活
動
展
開
全
般
で
実
感
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

2
0
0
7
年
、
観
光
立
国
推
進
基
本

法
が
施
行
さ
れ
た
。「
地
域
が
一
丸
と

な
っ
て
個
性
あ
ふ
れ
る
観
光
地
域
を
作

り
上
げ
、
そ
の
魅
力
を
自
ら
積
極
的
に

発
信
し
て
い
く
こ
と
で
、
住
民
に
と
っ

て
誇
り
と
愛
着
の
持
て
る
、
活
気
に
あ

ふ
れ
た
地
域
社
会
を
築
い
て
い
く
こ

と
」
を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
奨
励
す

る
も
の
で
あ
る
。
大
阪
で
も
よ
う
や
く

文
化
資
源
の
活
用
が
着
目
さ
れ
は
じ
め
、

翌
年
以
降
、
産
官
に
よ
る
協
議
会
事
業

と
し
て
「
ま
ち
歩
き
」
観
光
プ
ロ
グ
ラ

ム
［
＊
2
］
が
本
格
稼
働
し
、
大
阪
商
工

会
議
所
主
催
で
「
大
阪
検
定
」［
＊
3
］

も
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
、
団
塊

の
世
代
が
還
暦
を
迎
え
る
頃
で
も
あ
り
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
シ
ニ
ア
層
を
中
心
に
地

域
へ
の
関
心
を
よ
り
高
め
る
契
機
と

な
っ
た
。

「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
は
、
時
代
の
風

に
乗
っ
て
、
各
新
聞
社
と
の
共
催
で
、

劇
場
で
の
公
演
開
催
を
実
現
さ
せ
た
。

自
治
体
や
民
間
団
体
の
記
念
事
業
で
の

上
演
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
、
さ

ら
に
活
動
場
所
を
大
阪
か
ら
阪
神
間
に

広
げ
、
そ
の
際
、
活
動
の
総
称
を
「
語

り
べ
シ
ア
タ
ー
」
と
改
称
し
た
（
☆
3
）。

お
客
さ
ま
か
ら
は
「
自
分
の
ま
ち
が

好
き
に
な
っ
た
」「
あ
ら
た
め
て
歩
き

た
い
」「
歴
史
、
音
楽
、
伝
統
芸
能
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
が
融
合
さ
れ
、

地
域
の
魅
力
発
信
の
理
想
の
形
の
ひ
と

つ
だ
」
と
喜
び
の
感
想
を
い
た
だ
い
た
。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ラ
ボ
力

「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
の
柱
と
な
る
の

は
、
地
域
の
資
源
を
掘
り
起
こ
し
、
編

集
し
た
物
語
で
あ
る
が
、
一
方
で
「
語

り
と
映
像
、
音
楽
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
感
想
を
毎

回
い
た
だ
く
。
確
か
に
当
初
か
ら
、
音

楽
の
生
演
奏
や
朗
読
劇
な
ど
演
出
を
交

え
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
形
式
を
大
事
に
し

て
き
た
。
ま
た
コ
ア
メ
ン
バ
ー
と
し
て

共
演
す
る
音
楽
家
た
ち
が
、
プ
ロ
と
し

て
の
技
術
を
加
速
度
的
に
磨
き
、
毎
回

一
緒
に
新
し
い
表
現
を
試
行
し
た
。

演
出
家
や
役
者
と
タ
ッ
グ
を
組
む
こ

と
に
も
挑
戦
し
た
。
映
写
す
る
イ
ラ
ス

ト
も
、
作
品
テ
ー
マ
の
イ
メ
ー
ジ
に
合

う
作
家
を
探
し
出
し
、
作
画
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
お
の
お
の
の
芸
術
活
動

で
洗
練
さ
れ
た
も
の
を
、
ま
ち
の
物
語

を
伝
え
る
手
法
と
し
て
活
用
し
て
い
る

こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
成
功
の
鍵
で
あ
り
、

文
化
芸
術
が
異
な
る
分
野
に
橋
を
か
け
、

社
会
に
つ
な
が
り
を
創
る
ツ
ー
ル
と

な
っ
た
好
例
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

地
域
と
の
事
業
連
携
の
強
み

2
0
1
6
年
に
は
、
尼
崎
市
市
政

1
0
0
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、「
わ

が
ま
ち
尼
崎
も
の
が
た
り
―
―
ア
マ
に

し
か
な
い
歴
史
と
技
術
と
都
市
文
化
」

を
上
演
し
た
。
尼
崎
市
か
ら
依
頼
さ
れ

1
年
か
け
て
地
元
の
調
査
取
材
を
進
め
、

私
立
園
田
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
の

コ
ー
ラ
ス
部
の
皆
さ
ん
に
も
入
っ
て
い

た
だ
い
た
。

2
0
1
7
年
に
は
、
大
阪
市
御
堂
筋

完
成
80
周
年
記
念
事
業
の
一
環
で
「
御

堂
筋
も
の
が
た
り
」を
上
演
。2
0
1
9

年
に
は
、
在
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
日
本
国
大

使
館
ジ
ャ
パ
ン
・
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・

セ
ン
タ
ー
（
J
C
C
）
の
設
立
10
周
年

事
業
の
一
環
で
、
日
本
の
伝
統
芸
能

「
文
楽
」
を
切
り
口
に
、
そ
の
魅
力
や

見
ど
こ
ろ
、
生
ま
れ
た
時
代
背
景
な
ど

を
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
の
公
演
手
法

を
活
用
し
て
紹
介
し
た
（
☆
4
）。

2
0
2
2
年
か
ら
は
、「
生
き
た
建

築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
大

阪
」［
＊
4
］
と
い
う
、
日
本
最
大
と
言

わ
れ
る
建
築
イ
ベ
ン
ト
と
の
連
携
を
試

み
、
2
0
2
3
年
、
24
年
は
、
建
築

家
・
安
井
武
雄
［
＊
5
］
を
切
り
口
に
し

た
作
品
を
制
作
上
演
し
た
（
☆
5
）。
特

に
24
年
は
、
安
井
武
雄
が
設
計
し
た

「
大
阪
倶
楽
部
」（
現
建
築
）
と
安
井
建

築
設
計
事
務
所
1
0
0
周
年
［
＊
6
］
記

念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
企
画
し
、
大
盛
会

と
な
っ
た
。

2016 年の尼崎市市政 100周年記念事業における「わがま
ち尼崎ものがたり」のステージ。映し出されたのは「義経
千本桜」にも登場し、尼崎ともゆかりの深い平知盛最期の
場面。写真提供／筆者（以下すべて）

『ＣＥＬ』を振り返る…………

「語りべシアター」の展開
 ――地域価値を発信する文化芸術の実験劇場

第 回6

『CEL』は、特集テーマについて詳しく伝えると同時に、
各研究員の活動内容を発信する貴重な媒体でもある。
研究員にとっては、掲載が目標となり研鑽のチャンスでもあった。
それが、研究所が発行する情報誌のもうひとつの役割であろう。
本稿では、地域の歴史や魅力をショートストーリーに編集し、
語りと映像に音楽の生演奏をまじえた独自の手法で伝える
「語りべシアター」の取り組みに焦点を当て、
過去の『CEL』での掲載や今号特集テーマと照らし合わせて、
活動の拡がりや意義をあらためて紹介する。

栗本智代
Kurimoto Tomoyo
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こ
の
よ
う
に
自
治
体
や
地
域
の
事
業

と
連
携
し
た
公
演
活
動
で
は
、
地
域
魅

力
創
出
や
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
も
の

と
し
て
情
報
共
有
や
発
信
の
範
囲
が
拡

が
り
、
地
域
価
値
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
向

上
に
寄
与
で
き
る
有
効
な
チ
ャ
ン
ス
と

な
っ
た
。「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
に
よ

る
発
信
が
、
分
野
や
国
内
外
を
問
わ
ず

受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
実
証
で
き
た
。

担
い
手
の
育
成
か
ら

新
た
な﹁
場
﹂づ
く
り
を
目
指
し
て

一
方
で
、
活
動
の
裾
野
を
広
げ
、
持

続
可
能
な
体
制
を
模
索
す
る
た
め
、
担

い
手
の
育
成
を
目
的
と
し
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
2
0
1
3
年
に
立
ち
上
げ

た
。
参
加
者
は
50
～
70
代
が
中
心
で
、

修
了
生
の
チ
ー
ム
に
よ
る
発
表
会
を
開

催
し
て
き
た
。

当
初
数
年
間
は
、
小
さ
な
セ
ミ
ナ
ー

ル
ー
ム
で
発
表
会
を
開
催
し
た
が
、
驚

い
た
こ
と
に
、
準
備
が
進
む
に
つ
れ
発

表
者
が
ど
ん
ど
ん
本
気
に
な
り
、
本
番

で
は
テ
ー
マ
に
合
う
衣
装
を
着
用
し
て
、

若
返
っ
て
見
え
る
ほ
ど
活
き
活
き
し
て

い
た
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
お
客
さ
ま

を
笑
顔
に
し
、
新
た
な
参
加
希
望
者
も

出
て
き
た
。
ま
た
公
演
後
、
チ
ー
ム
メ

ン
バ
ー
に
各
地
域
の
公
民
館
や
図
書
館

で
の
発
表
依
頼
が
複
数
あ
り
、
少
し
ず

つ
だ
が
裾
野
が
広
が
っ
て
い
っ
た（
☆
6
）。

メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
チ
ー
ム
の

仲
間
た
ち
と
刺
激
と
達
成
感
を
共
有
で

き
る
こ
と
が
参
加
継
続
の
理
由
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
地
域
の
こ
と
を
学
び
、

い
か
に
伝
え
る
か
知
恵
を
絞
る
プ
ロ
セ

ス
、
地
域
魅
力
を
発
信
す
る
役
割
を
担

い
、
お
客
さ
ま
に
喜
ん
で
も
ら
っ
た
発

表
の
「
場
」
の
高
揚
感
な
ど
、
新
し
い

も
の
を
創
り
上
げ
披
露
す
る
愉
し
み
は
、

文
化
芸
術
活
動
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
地

域
貢
献
と
同
時
に
生
涯
学
習
と
し
て
、

ま
た
新
た
な
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
を
開
拓

す
る
と
い
う
意
味
も
生
ま
れ
る
。「
自

分
も
地
域
を
見
直
し
て
勉
強
し
た
い
」

と
思
わ
れ
る
お
客
さ
ま
も
多
く
、「
場
」

を
共
有
す
る
人
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

を
促
進
し
、
そ
れ
が
地
域
に
浸
透
し
て

い
く
こ
と
も
期
待
し
て
続
け
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
問
わ
れ
た
︑
存
在
意
義

2
0
2
0
年
か
ら
始
ま
っ
た
コ
ロ
ナ

禍
で
は
継
続
者
が
か
な
り
減
っ
た
が
、

幸
い
2
0
2
1
年
に
大
阪
市
立
総
合
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
主
催
事
業
の
な
か
で

語
り
べ
シ
ア
タ
ー
の
体
験
講
座
を
開
講

す
る
こ
と
が
で
き
、
修
了
生
か
ら
新
た

な
チ
ー
ム
が
複
数
生
ま
れ
た
。
以
降
毎

年
1
回
、
発
表
会
を
同
セ
ン
タ
ー
で
開

催
し
て
い
る
。

『
C
E
L
』
1
2
7
号
（
2
0
2
1
年
3
月

発
行
）
で
は
、
特
に
コ
ロ
ナ
禍
で
問
わ

れ
た
、
文
化
芸
術
の
意
義
や
価
値
を

テ
ー
マ
に
「
未
来
を
創
る
―
―
新
し
い

文
化
芸
術
の
か
た
ち
」
と
し
て
特
集
し

た
。
そ
の
な
か
で
、
京
都
大
学
こ
こ
ろ

の
未
来
研
究
院
教
授
（
当
時
）
の
内
田

由
紀
子
氏
は
、
芸
術
を
通
し
た
集
団
内

で
の
互
い
の
共
感
や
助
け
合
い
、
感
動

の
分
か
ち
合
い
は
私
た
ち
の
「
こ
こ

ろ
」
が
欲
し
て
き
た
も
の
だ
と
し
、

「
こ
こ
ろ
」
と
「
こ
こ
ろ
」
を
結
び
つ

け
る
機
能
を
有
す
る
と
記
し
て
い
る
。

文
化
芸
術
は
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ
そ
必

要
と
さ
れ
た
側
面
も
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ

ン
配
信
に
よ
る
表
現
発
信
の
激
増
が
そ

れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
同
時
期
「
語
り

べ
シ
ア
タ
ー
」
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
に
特

化
し
た
制
作
発
信
を
行
っ
た
（
☆
7
）。

小
学
生
に
よ
る
制
作
発
表
サ
ポ
ー
ト

2
0
2
4
年
12
月
、
大
阪
市
大
正
区

に
あ
る
市
立
中な

か

泉い
ず

尾お

小
学
校
の
1
0
0

周
年
記
念
式
典
に
て
、
6
年
生
が
中
泉

尾
地
域
の
魅
力
を「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」

の
手
法
を
活
用
し
て
発
表
し
た
。

そ
の
2
年
前
、
当
時
の
校
長
か
ら
依

頼
を
受
け
て
以
降
、
担
当
教
員
と
下
準

備
を
進
め
た
後
、
当
時
5
年
生
の
全
31

名
が
1
年
か
け
て
作
品
を
制
作
発
表
す

る
指
導
サ
ポ
ー
ト
に
当
た
っ
た
。

「
知
る
ほ
ど
フ
ァ
ン
に
、
中
泉
尾
―
―

わ
れ
ら
の
母
校
中
泉
尾
小
の
校
歌
に
つ

い
て
」
と
題
し
て
、
校
歌
の
歌
詞
か
ら
、

水
の
都
、
渡
し
船
、
機
械
、
工
場
、
花
、

大
正
区
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
歴
史

か
ら
ま
ち
づ
く
り
ま
で
、
ク
イ
ズ
や
寸

劇
、
器
楽
演
奏
を
入
れ
な
が
ら
、
6
年

生
ら
し
い
作
品
を
完
成
さ
せ
た
。

最
初
は
興
味
を
示
さ
な
い
児
童
も
い

た
が
、
話
し
合
い
や
練
習
を
繰
り
返
し

た
結
果
「
み
ん
な
完
璧
だ
っ
た
。
精
一

杯
発
表
で
き
た
」「
楽
し
か
っ
た
」「
拍

手
を
も
ら
っ
て
嬉
し
か
っ
た
」
と
達
成

感
が
感
じ
ら
れ
る
感
想
が
並
ん
だ
。
来

賓
の
方
々
は
、「
素
晴
ら
し
い
発
表

だ
っ
た
」「
地
域
や
学
校
の
誇
り
を
再

確
認
で
き
た
」「
次
の
世
代
に
伝
え
て

い
き
た
い
」
と
感
動
し
て
い
た
。

準
備
の
な
か
で
「
こ
の
ま
ち
が
好
き

に
な
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
児
童
か
ら

出
て
き
て
タ
イ
ト
ル
に
つ
な
が
っ
た
。

彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
関
心
が
な

か
っ
た
学
校
周
辺
の
ま
ち
に
つ
い
て
知

る
機
会
と
な
り
、
見
方
が
少
し
変
わ
っ

た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ
の
経
験
が
こ

れ
か
ら
の
生
活
や
ま
ち
づ
く
り
に
、
い

つ
か
何
ら
か
の
形
で
反
映
さ
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

新
た
な
地
域
価
値
の
創
出
に
向
け
て

今
号
の
特
集
の
取
材
を
通
じ
て
、文
化

芸
術
の
無
限
の
可
能
性
を
あ
ら
た
め
て

感
じ
た
。『
C
E
L
』1
3
5
号（
2
0
2
4

年
9
月
発
行
）「
場
づ
く
り
の
そ
の
先
へ

―
―
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て
い

く
」
で
も
論
じ
ら
れ
た
〝
集
い
〟
や

〝
つ
な
が
り
〟
を
生
じ
さ
せ
る
媒
介
と

し
て
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
じ
る
地
域
や

社
会
で
の
活
動
そ
の
も
の
と
し
て
も
文

化
芸
術
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
特
集
で
話
を
伺
っ
た
吉
本
光
宏
氏

に
よ
る
と
、
文
化
芸
術
の
価
値
は
、

注＊
1	

後
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
現
在
は
「
一
心
寺
シ
ア

タ
ー
倶
楽
」
と
改
称
し
、
文
化
・
芸
能
・
地
域
社

会
へ
の
貢
献
を
目
的
に
貸
し
館
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
る
。

＊
2	

現
在
は
、
一
般
社
団
法
人
「
大
阪
あ
そ
歩
」
と
し

て
継
続
し
て
い
る
。

＊
3	

2
0
0
9
年
度
か
ら
2
0
2
2
年
度
ま
で
実
施
。

＊
4	

「
大
阪
市
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
事
業
」
の
一

環
と
し
て
2
0
1
4
年
度
に
始
ま
り
、
現
在
は
一

般
社
団
法
人
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
大
阪
が

運
営
す
る
、
従
来
の
文
化
財
と
し
て
の
建
築
の
価

値
と
は
異
な
る
建
築
の
新
し
い
価
値
を
発
信
す
る

建
築
公
開
イ
ベ
ン
ト
。

＊
5	

1
8
8
4
～
1
9
5
5
年
。
建
築
家
。
大
阪
を

中
心
に
活
躍
し
、「
大
阪
ガ
ス
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
を

は
じ
め
昭
和
初
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
代
表
す

る
名
建
築
を
多
数
設
計
し
た
。

＊
6	

1
9
2
4
年
「
大
阪
倶
楽
部
」（
現
建
築
）
の
建
設

後
、
安
井
武
雄
は
独
立
し
、
同
年
に
安
井
武
雄
建

築
事
務
所
（
現
在
の
安
井
建
築
設
計
事
務
所
）
を

立
ち
上
げ
た
。

2024 年の大阪市立中泉尾小学校100周年記念式典にて、「語りべシアター」
の手法で行われた発表会の様子。

2024年の「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」
の一環として、建築家・安井武雄をテーマに、役者を起用し
て上演した大阪倶楽部（現建築）での「語りべシアター」より。

上／体験講座修了生による公演の様子。左／文化芸術の存在意義と
価値をテーマにした『CEL』127号。

過去の『CEL』に掲載された関連記事（☆1 ～ 7は本文中の☆と対応）

「
未
知
の
も
の
を
生
み
出
す
」
力
を
基

盤
と
し
、
そ
の
表
現
を
通
し
て
「
異
な

る
分
野
を
つ
な
ぐ
」、「
気
づ
き
を
与
え

る
」、
そ
し
て
触
れ
た
人
に
「
次
の
行

動
を
起
こ
さ
せ
る
」
力
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
も
地
域
に

お
い
て
、
ま
さ
に
意
識
し
て
き
た
価
値

で
あ
り
、
今
後
も
新
た
な
つ
な
が
り
や

活
動
が
創
出
さ
れ
る
可
能
性
を
追
っ
て
、

実
践
を
続
け
て
い
き
た
い
。

★1 30号～ 35号
（1994 ～1995年）

「なにわの語りべ養成講座」
（大阪にまつわる物語を短編十二話）

★2 38号
（1996年）

「大阪、下寺町の挑戦
――なにわ人形劇フェスティバル’96を通して」

★3 110号
（2015年）

「『語りべシアター』の展開と可能性
――地域の魅力発信と新たな担い手の育成」

★4 124号
（2020年）

「語りべシアター シンガポール公演報告
――文楽を通して、大阪・上方の歴史と文化を紹介」

★5 134号
（2024年）

「語りべシアター2023　ガスビルを設計した建築家・安井武雄
――公演開催報告と制作裏話」

★6 122号
（2019年）

「語りべ活動の第二フェーズ
―― 語りべシアターチャレンジ公演2019」

★7 131号
（2022年）

「語りべシアター『大阪御堂筋ものがたり』
――オンライン配信に向けた作品制作と活用の可能性」
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写
真
を
撮
る
民
俗
学
者

宮
本
常
一
（
1
9
0
7
～
1
9
8
1
）
は

日
本
の
写
真
史
に
名
前
を
刻
ま
れ
て
い

る
よ
う
な
写
真
家
で
は
な
く
、
綿
密
な

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
も
と
づ
い
て
多

く
の
著
作
を
残
し
た
民
俗
学
者
で
あ
る
。

し
か
し
彼
に
は
、『
宮
本
常
一 

写
真
・

日
記
集
成
』（
全
2
巻
・
別
巻
1
）
と
い
う

大
部
の
出
版
物
が
あ
り
、
そ
の
付
録
で

荒
木
経
惟
、
森
山
大
道
と
い
っ
た
有
名

写
真
家
が
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る

よ
う
に
、
た
ん
な
る
ス
ナ
ッ
プ
を
超
え

た
技
術
を
持
っ
て
い
た
。

宮
本
は
実
業
家
・
渋
沢
敬
三
が
自
邸

に
開
い
た
私
設
研
究
組
織
「
ア
チ
ッ

ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
」
の
所
員
と
し
て

活
動
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、宮本常一《天満署と天満宮鳥居》　所蔵／周防大島文化交流センター

そ
の
自
己
形
成
は
大
阪
時
代
に
培
わ
れ

た
も
の
だ
っ
た
。
山
口
県
の
瀬
戸
内
海

に
浮
か
ぶ
周
防
大
島
で
生
ま
れ
た
宮
本

は
、
15
歳
の
と
き
桜
宮
に
あ
っ
た
逓
信

講
習
所
に
通
う
た
め
大
阪
で
暮
ら
し
始

め
る
。
そ
の
後
、
高
麗
橋
郵
便
局
に
勤

務
し
な
が
ら
大
阪
府
天
王
寺
師
範
学
校

に
通
い
、
泉
州
の
い
く
つ
か
の
尋
常
小

学
校
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
戦
中
・
戦
後

は
堺
市
鳳お

お
と
りに
住
み
、
大
阪
府
か
ら
委
嘱

さ
れ
て
、
農
作
物
の
栽
培
指
導
に
注
力

し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。

宮
本
は
郵
便
局
勤
め
の
時
期
、
釣
鐘

町
（
当
時
は
大
阪
市
東
区
、
現
在
は
同
中
央
区
）

文
字
情
報
の

混
在
し
た
写
真
的
風
景

の
長
屋
で
暮
ら
し
て
、
大
阪
市
中
の
散

歩
を
趣
味
に
し
て
い
た
。

「
た
だ
歩
く
こ
と
が
好
き
で
あ
り
、
働

い
て
い
る
人
の
姿
や
顔
も
見
る
の
が
好

き
で
あ
っ
た
。
堂
島
川
や
土
佐
堀
川
に

沿
う
て
歩
き
、
さ
ら
に
そ
の
さ
き
の
安

治
川
を
川
口
の
天
保
山
ま
で
歩
い
た
こ

と
も
あ
っ
た
。」（『
民
俗
学
の
旅
』）

上
の
写
真
は
1
9
5
9
年
10
月
13

日
に
、
大
阪
市
北
区
西
天
満
一
丁
目
付

近
、
堂
島
川
べ
り
の
天
満
警
察
署
前
に

立
つ
天
満
宮
鳥
居
を
写
し
た
一
枚
で
あ

る
。
宮
本
は
堂
島
川
に
架
か
る
「
鉾ほ

こ

流な
が
し

橋
」
の
上
か
ら
カ
メ
ラ
を
構
え
た
は
ず

だ
が
、
こ
の
川
べ
り
は
、
天
神
祭
の
宵

宮
に
船
を
出
し
、
神
鉾
を
流
し
て
、
御

旅
所
を
定
め
る
た
め
の
「
鉾
流
神
事
」

が
行
わ
れ
る
。

こ
の
写
真
を
撮
影
し
た
と
き
、
宮
本

は
大
阪
を
離
れ
て
い
た
が
、
昔
馴
染
み

の
懐
か
し
さ
と
と
も
に
、
警
察
署
と
鳥

居
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
情
報
の
混
在
と

い
う
写
真
的
風
景
に
惹
か
れ
て
、
思
わ

ず
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。

宮み

や

本も

と

常つ

ね

一い

ち

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

２
回
は
宮
本
常
一
の《
天
満
署
と
天
満
宮
鳥
居
》。

写

真

家
と
大
阪

畑

中

章

宏

第

2
回
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新
し
い
都
市
文
明
の
姿
を
目
の
当

た
り
に
し
、
計
り
知
れ
な
い
衝
撃

を
受
け
た
。

そ
の
3
年
後
、
1
9
0
3
年
に

大
阪
で
第
5
回
内
国
勧
業
博
覧
会

（
以
下
、
内
国
博
）
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
れ
に
先
立
つ
1
8
9
7
年
、
大

阪
市
は
第
1
次
市
域
拡
張
を
行
っ

て
い
る
。
近
代
的
産
業
都
市
と
し

て
の
空
間
的
広
が
り
を
求
め
て
、

接
続
す
る
町
村
を
編
入
し
、
市
域

は
市
制
施
行
時
の
3.
7
倍
に
広

が
っ
た
。
内
国
博
の
会
場
は
、
上

町
台
地
に
位
置
す
る
天
王
寺
今
宮

（
現
在
の
新
世
界
・
天
王
寺
公
園
辺
り
）

と
堺
の
大
浜
に
設
け
ら
れ
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
を
契
機
に
、
近
世
・

大
坂
か
ら
近
代
都
市
・
大
阪
に
生

ま
れ
変
わ
る
た
め
の
、
新
た
な
骨

格
づ
く
り
、
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、

都
市
文
化
の
内
外
へ
の
発
信
が
推

し
進
め
ら
れ
た
。
日
本
の
博
覧
会

史
上
、
画
期
を
な
し
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
い
っ
て
も
よ
い
。
1
5
3

日
間
の
会
期
中
の
入
場
者
は

4
3
5
万
人
を
超
え
、
全
5
回
の

内
国
博
中
、
最
大
規
模
の
も
の
と

な
っ
た
。

人
気
を
呼
ん
だ
展
示
館
に
は
、

全
国
お
よ
び
世
界
各
地
か
ら
数
多

の
文
物
が
出
展
さ
れ
、
事
実
上
万

「
災
禍
と
祝
祭
を
生
き
た
若
き
群

像
と
レ
ガ
シ
ー
」
を
テ
ー
マ
に
、

ま
ず
今
昔
タ
イ
ム
ズ
Vo
l.

12

「
上
町
台
地
か
ら
見
は
る
か
す 

博

覧
会
〝
百
年
の
計
〟
で
築
い
た
大

阪
と
は
」（
図
1
）
か
ら
、
喪
失
と

創
造
の
両
極
の
間
で
形
作
ら
れ
て

き
た
博
覧
会
の
姿
を
、
時
間
軸
の

中
に
位
置
付
け
概
観
す
る
。
そ
の

う
え
で
、
当
時
の
文
化
を
リ
ー
ド

し
た
新
星
た
ち
は
、
災
禍
と
祝
祭

の
は
ざ
ま
で
何
を
生
み
出
し
後
世

に
遺
し
て
い
っ
た
の
か
、
今
昔
タ

イ
ム
ズ
Vo
l.

13
「〝
超
時
空
遺

産
〟
上
町
台
地
博
覧
会
時
代 

モ

ダ
ン
大
阪
に
煌
め
い
た
若
き
才
能

た
ち
の
光
跡
」（
48
頁 

図
3
）
か
ら
再

考
す
る
。

1
9
0
0
年
、
フ
ラ
ン
ス
・
パ

リ
で
開
催
さ
れ
た
第
5
回
万
国
博

覧
会
は
、
世
紀
の
変
わ
り
目
に
当

た
り
、
20
世
紀
を
眺
望
す
る
博
覧

会
と
な
っ
た
。
世
界
各
地
か
ら
約

5
0
0
0
万
人
が
来
場
し
た
と

い
う
。
多
く
の
日
本
人
も
訪
れ
、

上
町
台
地
は
博
覧
会
の
集
積
地
、

大
阪
再
生
の
揺
り
籠

国
博
の
趣
を
持
っ
た
内
国
博
で
も

あ
っ
た
。
会
場
に
は
西
洋
風
建
築

が
立
ち
並
び
、
近
代
的
な
高
層
建

築
も
登
場
し
た
。
パ
リ
万
博
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
一

目
瞭
然
だ
。
一
方
で
、
噴
水
の
観

音
像
な
ど
、
日
本
の
伝
統
文
化
と

近
代
文
明
が
交
じ
り
合
う
モ
チ
ー

フ
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
接
す

る
四
天
王
寺
で
は
、
科
学
万
能
社

会
の
到
来
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
か
の

よ
う
に
、
聖
徳
太
子
千
三
百
年
御

聖
忌
に
合
わ
せ
、
世
界
最
大
級
の

大
釣
鐘
が
つ
く
ら
れ
内
国
博
時
に

披
露
［
＊
2
］。
近
世
と
近
代
、
西

洋
と
東
洋
の
文
化
を
い
か
に
接
続

す
る
か
、
深
い
問
い
を
内
包
し
て

い
た
点
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

第
1
次
市
域
拡
張
の
後
、
内
国

博
を
経
て
、
日
露
戦
争
か
ら
第
1

次
世
界
大
戦
に
至
る
時
勢
。
大
阪

で
は
近
代
工
業
が
大
き
く
発
展
し

た
。
同
時
に
、
人
口
密
集
や
市
街

地
の
無
秩
序
な
拡
大
、
生
活
環
境

の
悪
化
、
感
染
症
の
流
行
、
新
た

な
貧
困
層
の
形
成
と
い
っ
た
都
市

問
題
も
深
刻
化
し
て
い
っ
た
。
こ

新
た
な
都
市
問
題
の
克
服
へ
、

大
大
阪
記
念
博
覧
会
開
催

前
回
、
本
連
載
第
1
回
で
は

「
災
害
と
福
祉
に
見
る〝
共
〟の
知

の
継
承
と
文
化
」
を
テ
ー
マ
に
、

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』（
以
下
、

今
昔
タ
イ
ム
ズ
［
＊
1
］）
Vo
l.

14
・

Vo
l.

15
か
ら
、
注
目
す
べ
き
ト

ピ
ッ
ク
を
レ
ビ
ュ
ー
し
た
。
実
は
、

両
号
で
取
り
上
げ
た
災
禍
の
対
極

に
、
都
市
づ
く
り
に
お
け
る
祝
祭

と
し
て
の
博
覧
会
の
歴
史
が
あ
る
。

今
回
、
本
連
載
第
2
回
で
は

歴
史
都
市
・
大
阪
の
背
骨
に
当
た
る
上
町
台
地
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
︑

2
0
1
3
年
秋
か
ら
2
0
2
4
年
春
に
か
け
て
︑
約
10
年
に
わ
た
り
20
号
を
編
集
・
発
行
し
た

﹁
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
﹂︒
過
去
と
の
対
話
を
通
し
︑
現
在
を
見
つ
め
直
し
︑

未
来
へ
つ
な
ぐ
歴
史
実
践
と
し
て
︑改
め
て
共
有
し
た
い
観
点
を
取
り
上
げ
て
レ
ビ
ュ
ー
す
る
︒

う
し
た
社
会
問
題
の
解
決
を
目
指

し
て
、
大
阪
市
は
第
2
次
市
域
拡

張
を
行
い
（
図
2
）、
当
時
、
東
京

を
し
の
ぐ
日
本
最
大
の
都
市
と
な

り
「
大
大
阪
」
と
呼
ば
れ
る
時
代

を
迎
え
た
。

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
健
康
的
で

美
し
い
大
阪
の
あ
る
べ
き
都
市
像

を
示
し
、
市
民
と
共
有
し
て
い
く

た
め
に
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
主

催
で
「
大
大
阪
記
念
博
覧
会
」
が
、

上
町
台
地
の
天
王
寺
公
園
と
大
阪

城
天
守
閣
跡
を
会
場
に
開
催
さ
れ

は
じ
め
に

―
災
禍
と
祝
祭
の
両
極
の
間
に
―

た
。
本
館
で
は
大
パ
ノ
ラ
マ
を
中

心
に
「
水
」「
交
通
」「
電
化
」「
キ

ネ
マ
」「
社
会
事
業
」
な
ど
27
の

テ
ー
マ
で
、
都
市
・
大
阪
の
現
状

や
未
来
像
を
示
す
な
ど
、「
大
大

阪
」
の
理
想
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

47
日
間
の
会
期
中
に
、
両
会
場
に

1
8
0
万
人
が
訪
れ
る
ほ
ど
盛
況

で
、
終
了
後
に
同
博
覧
会
の
余
剰

金
を
も
と
に
大
阪
市
・
関
一
市
長

が
大
阪
都
市
協
会
を
設
立
。
社
会

調
査
の
実
施
や
、
月
刊
誌
『
大
大

阪
』
の
発
行
な
ど
、
第
一
線
の
知

19世紀から20世紀へ、産業・社会の大転換期を象徴する政府主催の博覧会が、大阪・上町台地で開
催されました。「第五回内国勧業博覧会」、その内容・規模ともに明治維新以来の同博覧会とは一線を
画すものでした。殖産興業や教育、消費文化の普及に留まらず、百年の計で都市・
大阪の近代化、再起動を目論み、その後の「大大阪」に至る、グランドデザイン
が背景にありました。博覧会が残したものは何なのか、消えたものは何なの
か、上町台地から見はるかせば、次なる百年の計へと眼差しが向かいます。

19世紀から20世紀へ、産業・社会の大転換期を象徴する政府主催の博覧会が、大阪・上町台地で開
催されました。「第五回内国勧業博覧会」、その内容・規模ともに明治維新以来の同博覧会とは一線を
画すものでした。殖産興業や教育、消費文化の普及に留まらず、百年の計で都市・
大阪の近代化、再起動を目論み、その後の「大大阪」に至る、グランドデザイン
が背景にありました。博覧会が残したものは何なのか、消えたものは何なの
か、上町台地から見はるかせば、次なる百年の計へと眼差しが向かいます。

1900年のパリ万博を手本
にして、夜間のイルミネー
ションが取り入れられた。
展示館や美術館などは数
多の電球で縁取られ、噴
水は明かりに照らされた。
国内で初めての夜間開場
が行われ、場内の輝きは
人々の目を奪い、電気時代
到来を印象づけた。
（「第五回内国勧業博覧会電灯装
飾之図」『風俗画報』 269号）

エレベーターを備えた
高塔から築港も一望

1903年、大型船が
接岸できる築港の
供用が開始される

1889年、 大阪鉄道（1900
年、関西鉄道に合併）が柏原
-湊町を開業し天王寺駅開設

1903年、市内の
水路を巡る巡航
船の運行開始

1885年、阪堺鉄道
（後の南海）が難波-
大和川間を開業

1901年、大阪駅が現在地へ
移転。梅田新道がつくられた

1898年、西成鉄
道の大阪-安治川
口間が開業

湊町駅

拡張前の市域
（1889 年市制施行）

ほぼ近世の大坂三郷が市域

四天王寺

茶臼山

四天王寺

茶臼山

博覧会場博覧会場

大阪城

大阪城

1903年、大阪で最
初の市電が花園橋-
築港桟橋間で開通第五回内国勧業博覧会

四天王寺から望む内国博の会場風景。眼下
に展示館が建ち並び、望楼や美術館も見える。
会場の先に農村風景が広がるなかを機関車
が走っている。（山本松谷「荒陵山四天王寺より博覧
会を望むの図」『風俗画報』 臨時増刊269号 1903年6
月、同冊子図版は、国立国会図書館デジタルコレクションより)

第五回内国勧業
博覧会会場

大阪駅

湊町駅
難波駅難波駅

天王寺駅天王寺駅

茶臼山茶臼山

四天王寺四天王寺

大阪城

大阪駅

四天王寺から会場を眺望

ウォーターシュート

余興動物園南海鉄道
博覧会門前仮停車場

整備された
日本橋筋

パノラマ世界一周館 学術人類館

各府県売店

四天王寺大釣鐘
堺会場の水族館

大
林
高
塔

台
湾
館

動
物
館

植
物
園

林
業
館

水
産
館

機
械
館 通

運
館

関
西
鉄
道
荷
解
場

参
考
館（
外
国
出
展
）

カ
ナ
ダ
館

農
業
館

工
業
館

教
育
館

一
心
寺

四
天
王
寺

不
思
議
館

美
術
館

関
西
鉄
道

天
王
寺
駅

◀「第五回内国勧業博覧会全景明細図」
　 （田井久之助 1903）に施設名等を追加

会場内の施設

主に産業振興関連 娯楽施設ほか

会場外の施設

海外からの出展等
会場への交通アクセス

名所旧跡ほか

拡張した市域

第五回内国勧業博覧会は1903年3月１日に天王寺今宮と堺の大浜で開幕。153
日間の会期中の入場者は435万人を超え、全5回の内国勧業博覧会中、最大規
模のものとなった。この博覧会は、近代都市・大阪の将来を切り拓いていくため
の骨格づくり、インフラの整備、都市文化の内外への発信とともに進められた。

日
本
橋
筋

日
本
橋
筋

●
●

●

現在の上町台地の眺め。茶臼山の南が内国博の会場だった。

※場外施設

※１鳴戸源之助編 『第五回内国勧業博覧会紀念写真帖』(1903) 　※２高木秀太郎 『第五回内国勧業博覧会』 (1903)　※１、※２ともに国立国会図書館デジタルコレクションより　※３大阪写真会『第五回内国勧業博覧会写真帳』下巻（1903）　大阪市立図書館デジタルアーカイブより

1903年
明治36

第１次大阪市域拡張
この年、大阪市は、近代的産業都市と
しての空間的広がりを求めて接続する
町村を編入。市域は約3.7倍に拡大した。

1897年
明治30

四天王寺本坊庭園の八角亭は内
国博後に移築されたもので、関連
する建物では今も残る唯一のもの。

大阪の市域拡張と内国博覧会     古川武志氏（大阪市史料調査会調査員）
20世紀に入る前後の時期は、日本で産業革命が進んだ時代。この頃、都市というものの役割が
変わってきます。人が住んでいるところが都市だという近世的な捉え方から、都市はエリア、市域
であるという考え方への変化です。例えば、大阪城とか大阪駅とか築港などを、第１次拡張に
よって市域に取り込んだうえで、都市圏としての機能をどう整備していくのかが課題になってきま
す。内国博の会場も拡張後の市域に位置し、その開催に向けては、交通網の整備などが重要項
目に上がってきたわけです。半歩先の近未来、次代の都市はどうあるべきかを人 に々目の当たり
にさせることも博覧会の目的でした。それは1925年の第２次市域拡張に受け継がれ、関一市長
は社会問題への対応を語りましたが、当時の大大阪博覧会も、次につくるべきは健康的で美しい
都市だということを示すとともに、担い手としての市民意識の醸成をもめざすものとなりました。

上町台地から見はるかす
博覧会“百年の計”で築いた大阪とは

電気時代の
幕開けを告げた
イルミネーション会場建設の大部分を請け負った

のが大林芳五郎率いる新興の建
設会社・大林組。同社は築港建
設などの大阪の都市インフラ整備
にもあたったが、内国博で設置し
た望楼は「大林高塔」と呼ばれ、
地上約50ｍの展望所からは会場
周辺はもとより大阪湾までが見は
るかされた。大阪初の電気昇降機
（エレベーター）を備えており、近
代的な高層建築の時代を予感さ
せるものだった。（「大林エレベーター」
『風俗画報』 269号）

“科学万能時代”の風潮に
警鐘の意も込めて
「四天王寺大釣鐘」は、高さが8m弱、重
さ約157tの巨大なもの。この世界最大
級の鐘は「聖徳太子千三百年御聖忌」に
向けた目玉事業として鋳造され、この内
国博で初めて披露された。その後、戦時
体制下の1942年に解体され金属供出さ
れる運命をたどった。1907年に建てられ
た大鐘楼は現在の英霊堂。

生活を一新する科学技術も
新しい時代を強く印象付けたのは米国製
の8台の自動車。横浜の貿易商社が出品
し、会場内でデモンストレーション走行も
行われた。電動式のエレベーターを多く
の人が初めて体験したの
もこの時。また、50人
ずつが入って見物でき
る133坪の巨大な冷
蔵庫もお目見えした。

展示された
米国製自動車 ※１

茶臼山の河底池
を利用したウォー
ターシュート

不思議館で上演
された米国人女
優カーマンセラの
電気の舞
（『風俗画報』 269号）

※3

内国博最大の来場者を呼んだ
数々の余興・娯楽、遊戯施設
1900年のパリ万博以降、博覧会は殖産興
業の目的から、より娯楽性を強めたものにな
ってきた。この内国博でも集客に大きく寄与
したものは、会場内外に設けられた、不思
議館、メリーゴーランド、ウォーターシュート、
大曲馬、余興動物園、堺の水族館などの
様々な娯楽的施
設だった。

日清戦争後の新領土・台湾の文物を紹
介する台湾館が設けられたほか、参考館
には、英仏独米露など海外の十数か国
が出品。さらに日本との貿易拡大を目指
すカナダや欧米商社の数社は特設館を
出すなどして、内国博と称しながらも万
国博覧会を想起させるものとなった。

万国博の趣をもった国内博

出現した近代都市の祝祭空間
正門から伸びるメインストリートには噴水と緑地、両側
には本格的な洋風建築の展示館が整然と並び、会場
はまさに近未来の都市空間を感じさせるものだった。
同時に、この内国博にあわせ、国内はもちろん海外か
らも市内に来訪者が増加。公会堂やホテルも整備され、

名所旧跡はもと
より市内全域が
祝祭的な雰囲気
に包まれた。

※2

広大な敷地に多く
の洋風建築の展示
館などが並ぶ

上町台地から見はるかす
博覧会“百年の計”で築いた大阪とは

1

2

3

1
2
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UEM ACHIDA ICHI  KONJA KU TIMESU-CoRo  STEP Ⅱ 1

　わたしたちが暮らす“上町台地”。古代から今日まで絶えることなく、人々
の営みが刻まれています。天災や政変や戦災も、著しい都市化も経験しまし
た。時をさかのぼってみると、まちと暮らしの骨格が浮かび上がってきます。
自然の恵みとリスクのとらえ方、人とまちの交わり方、次世代への伝え方…。
過去と現在を行き来しながら、未来を考えるきっかけに、U-CoRoプロジェ
クト第2ステップでは、壁新聞「上町台地  今昔タイムズ」を制作いたします。

「上町台地 今昔タイムズ」とは

http://www.og-cel.jp/project/ucoro/index.html　 問合せ先：tel.06-6205-3518（担当：CEL弘本）

企画・編集：U-CoRoプロジェクト・ワーキング　　発行：大阪ガス エネルギー・文化研究所（CEL）　
  （CEL弘本由香里、B-train橋本護・小倉昌美）  ※U-CoRo=ゆーころ（上町台地コミュニケーション・ルーム）

図1　『上町台地 今昔タイムズ』Vol.12（2019年 春・夏号）1面。
左の二次元コードから、同紙の１面・2面が閲覧できる。１面には
第五回内国勧業博覧会、２面には上町台地の博覧会史を掲載。

図2 第2次大阪市
市域 拡張により、
面積181.68㎢、人
口211万人超の「大
大阪」が誕生した。
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Kitano
 Tsunetomi

★Akamatsu Rinsaku

★Akamatsu
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★Araki Waichi
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★Kanao Tanejiro
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大
阪
の
日
本
画
・
洋
画
家
は

 

団
結
す
る
べ
し
!

　1872（明治5）年　
★荒木和一※1大阪で生まれ
る。（のち心斎橋の舶来雑貨商の養子に）
　1878（明治11）年　
★赤松麟作※2岡山県津山に
生まれる。
★12月7日　与謝野晶子※3、
堺の老舗和菓子店駿河屋の
三女（鳳晶子）として生まれる。
　1879（明治12）年
★4月21日　金尾種次郎※4、
心斎橋筋の仏教書の書肆、
金尾文淵堂に生まれる。
　1891（明治24）年
★2月12日　直木三十五※5、
上町台地（現在の中央区安堂寺町2）
に生まれる。
　1894（明治27）年
★仏のリュミエール兄弟が映画のシネマトグラフを開発、1895
年にパリで一般公開。1900年パリ万博でも映画上映。
　1896（明治29）年
★12月　荒木和一（24）、アメリカのエジソン商会から輸
入した映写機ヴァイタスコープを使い、難波の鉄工所で日
本初のスクリーン上映を行う。
 1897（明治30）年
★4月　第一次大阪市域拡張。大阪市は接続する村を編入し、
市域は約3.7倍に拡大、産業都市としての整備が進められる。
　1899（明治32）年
★金尾種次郎（20）、薄田泣菫（22）の処女詩集『暮笛集』
を出版、口絵は新進画家の赤松麟作（21、種次郎の小学同級
生）。この時期、金尾文淵堂は文芸雑誌「ふた葉」（のち「小
天地」）発刊、若き作家や歌人たちが金尾の店に集った。
　1900（明治33）年
★4月15日～ 11月12日　パリ万国博覧会開催。エッフェル塔の
エスカレーターや会場内の動く歩道、電車などが人気を呼んだ。
また舞踊家ロイ・フラーによる光の舞が上演された。

★荒木和一（28）は、大阪で開催予定の第五回内国勧業
博覧会の企画に参画し、パリ万博を視察。人気を博して
いたロイ・フラーの舞台も鑑賞。
★12月26日　稲垣足穂※6、
大阪船場（現在の北久宝寺2）に
歯科医の次男として誕生
（1907年浪華尋常小学校に入学する
が、同年に兵庫県の明石に転居）。
　1901（明治34）年
★与謝野晶子（22）、実家を出て東京に移り、処女歌集
『みだれ髪』を刊行。のちに与謝野鉄幹と結婚。
　1903（明治36）年
★大阪での第五回内国勧業博覧会を控え、金尾種次
郎（24）は、『大阪名勝図会 巻ノ壱』を編集し発行。
★赤松麟作（25）、白馬会展の受賞作品「夜汽車」を内
国博に出品、褒状を受ける。
★荒木和一（31）、内国博の娯楽
施設を企画。「不思議館」でカー
マンセラ嬢の電気の舞を上演、
大人気を博す。
★植村少年（直木三十五、12）、実家
の古着屋の売上金をごまかし、
内国博の不思議館にカーマンセ
ラ嬢の電気の舞を見に行く。
★稲垣足穂（2）、家族と内国博
を訪れ、幼心にモダン都市イメー
ジを強く感得する。
★12月17日　ライト兄弟、世界初の
有人動力飛行に成功。この後、飛行
機の性能は急速に発展。
　1904（明治37）年
★9月　与謝野晶子（25）、日露戦争に従軍した弟を思い、
「君死にたまふことなかれ」を「明星」に発表。
　1905（明治38）年頃
★金尾種次郎（26）、大阪から東京に金尾文淵堂を移
転。精力的な出版活動を進め、凝った装丁の美本で知
られる文芸出版社となる。
　1907（明治40）年頃
★赤松麟作（29）、北野恒富（27）ら在阪青年画家たちは、
日本画・洋画の枠を越え「大阪絵画春秋会」に結集。

※２  あかまつ・りんさく（～ 1953）、
洋画家。1883年に大阪に転居。東
京美術学校西洋画科を卒業。画塾
で優秀な弟子を多数育成し、大阪
洋画壇に指導的役割を果たす。

※１  あらき・わいち（～1957）、実業家。
英語に堪能で、のちにカナダの生命保
険会社支部長や公式通訳官を務める。
第五回内国勧業博覧会に参画する。

※３  よさの・あきこ（～1942）、歌人。
22歳で上京。1901年に第１歌集『み
だれ髪』刊行。源氏物語の現代語訳
などでも知られる。夫は「明星」を創
刊した与謝野鉄幹。

※４  かなお・たねじろう（～1947）、
家業の出版業を継ぎ、薄田泣菫『暮笛
集』や文芸雑誌「小天地」刊行。1905
年から東京に店を移し、与謝野晶子
ら著名作家の文芸書を多数刊行。

※５  なおき・さんじゅうご（～1934）、
小説家。本名は植村宗一。筆名は、
年齢に応じて三十一～三十三と変更
し、以後三十五を名乗る。『南国太平
記』などで流行作家に。没後、友人・
菊池寛の発意で「直木賞」に名を残す。

※6  いながき・たるほ（～1977）、小説
家。特殊な宇宙的感覚を表現した作
品で知られる。少年時代から航海家
を夢み、光学機器に興味を抱き、飛
行機にも魅了される。1923年『一千一
秒物語』を刊行。その後、新感覚派
の作家として活躍した。

内国博の不思議館で実演
された電気の舞（国立国会
図書館デジタルコレクションより）

内国博の展示館を彩ったイ
ルミネーション（大阪市立図書
館デジタルアーカイブより）

 関連人物エピソード年表
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青年実業家・荒木和
一（28歳）、

パリの万博で、ロイ・
フラーの

光の舞に魅了される 

青年実業家・荒木和
一（28歳）、
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フラーの

光の舞に魅了される 

参考文献 ：『大阪「映画」事始め』 武部好伸 2016／『金尾文淵堂をめぐる人びと』 石塚純一 2005／「りんさく画伯と大阪のまちを語ろう。」大阪市立近代美術館建設準備室 2010／『大大阪記念博覧会誌』 1925／『再見 なにわ文化』 肥田晧三 2019  ほか

金尾種次郎と幼馴染で作家とも親交が深
かった赤松麟作や後に大阪画壇の中心として
後進育成に努めた日本画の北野恒富らが集
い共に研鑽を積もうという動きが生まれてきた。

江戸時代に出された『摂津名所図会』以来の大阪の総合的な名
所案内本つくりを目指して、この年、心斎橋の金尾文淵堂は『大阪
名勝図会 巻ノ壱』を編集発行。伝統を装いつつ、細部に鋭く時代
の移り変わりを描いたが衆目を集めず、知る人ぞ知る一冊に（全５
巻発行予定も１巻に止まった）。歴史を受け継ぎ、領域を越え、伝統
を凌駕する、金尾種次郎の人脈と本づくりの独自の歩みが始まる。

荒木和一は、大阪・難波で日本で初めて
映画上映をした人物。のちに1900年のパ
リ万博を独自に視察。「電気宮」で踊る女
性ダンサーのロイ・フラーに注目し、1903
年開催の第五回内国勧業博覧会の「不思
議館」などの企画に活かした。海を越えて
活躍する実業家であると同時に、優れた
感度を持つ文化の輸入者だった。

荒木和一は、大阪・難波で日本で初めて
映画上映をした人物。のちに1900年のパ
リ万博を独自に視察。「電気宮」で踊る女
性ダンサーのロイ・フラーに注目し、1903
年開催の第五回内国勧業博覧会の「不思
議館」などの企画に活かした。海を越えて
活躍する実業家であると同時に、優れた
感度を持つ文化の輸入者だった。

本町橋詰にあった大阪博物場内の動物園の
挿画（『大阪名勝図会 巻ノ壱』）

幼い頃の与謝野晶子も訪れたという「吉助園」
を描いた『大阪名勝図会 巻ノ壱』の挿画

内国博では会場内に美術館がつくられ、
多数の美術作品が展示された。赤松麟
作も出品し、高い評価を受けた。（大阪市
立図書館デジタルアーカイブより）

2025年大阪・関西万博を前に、“レガシー”という言葉が躍っています。
さて、21世紀を生きる私たちは、未来に何をリレーすることができるので
しょう。そこで、20世紀の曙から始まった上町台地 博覧会時代に再び
注目。モダン大阪のユニークな精神を開花させた新星たちは、どのような
点と線で結ばれ、何を拠りどころに魂のリレーが繰り広げられていったの
か。忘れてはいけないエポック、埋もれていた人物のエピソードをはじめ、
煌めく光跡をたどる、“超時空遺産”再発見の旅に出ましょう。

2025年大阪・関西万博を前に、“レガシー”という言葉が躍っています。
さて、21世紀を生きる私たちは、未来に何をリレーすることができるので
しょう。そこで、20世紀の曙から始まった上町台地 博覧会時代に再び
注目。モダン大阪のユニークな精神を開花させた新星たちは、どのような
点と線で結ばれ、何を拠りどころに魂のリレーが繰り広げられていったの
か。忘れてはいけないエポック、埋もれていた人物のエピソードをはじめ、
煌めく光跡をたどる、“超時空遺産”再発見の旅に出ましょう。

     

〝
超
時
空
遺
産
〞
上
町
台
地 

博
覧
会
時
代

モ
ダ
ン
大
阪
に
煌
め
い
た

若
き
才
能
た
ち
の
光
跡

金尾種次郎（24歳）
大阪での内国博に向け「大阪名勝図会」を編集す！

金尾種次郎（24歳）
大阪での内国博に向け「大阪名勝図会」を編集す！

赤松麟作（25歳）ら
大阪の画家たち、内国博に大いに刺激を受ける

赤松麟作（25歳）ら
大阪の画家たち、内国博に大いに刺激を受ける

1900年

1903年

1903年

私
の
家
の
大
阪
行
に
は
、必
ず
決
つ

た
様
式
が
あ
り
ま
し
た
。春
で
あ
る

な
ら
遅
い
早
い
に
か
ゝ
は
ら
ず
、牡

丹
で
名
高
い
吉
助
園
と
云
ふ
植
木

屋
へ
最
初
に
行
く
の
で
す
。そ
れ
か

ら
上
本
町
の
博
物
場
へ
廻
る
の
で

す
。中
の
島
公
園
へ
も
行
く
の
で
す
。

そ
し
て
浪
華
橋
の
下
の
生
洲
の
網

彦
と
云
ふ
川
魚
料
理
の
船
で
、御
飯

を
食
べ
て
帰
る
の
で
し
た
。

晶
子（
４
歳
）家
族
と
大
阪
に
遊
ぶ

与
謝
野
晶
子「
私
の
生
ひ
立
ち
」

ま
だ
西
成
郡
今
宮
村
と
呼
ば
れ
て

い
た
天
王
寺
に
、第
五
回
内
国
勧
業

大
博
覧
会
が
開
か
れ
た
。こ
の
会
場

の
一
隅
、茶
臼
山
の
池
に
初
め
て

ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ト
が
紹
介
さ
れ

て
、こ
れ
が
私
の
父
に
二
十
世
紀
的

感
覚
の
魅
力
を
喚
び
起
こ
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

幼
児
記
憶
に
も
鮮
明
な
内
国
博

稲
垣
足
穂「
ノ
ア
ト
ン
氏
の
月
世
界
」

1883年頃
|
高
津
西
坂
の
下
に
百
花
園
松
井

吉
助
と
い
ふ
棠
駝
あ
り   （
中
略
）

此
家
に
牡
丹
を
培
養
す
る
こ
と
は
元

禄
時
代
に
始
ま
り
、凡
そ
百
年
以
前
よ

り
今
の
如
く
花
壇
を
設
け
し
と
ぞ
。

 

吉
助
牡
丹
・
大
阪
博
物
場1903年

|
場
内
に
は
数
棟
の
陳
列
所
あ
り
て

諸
雑
貨
を
売
る
、美
術
館
に
は
年
中
新

古
の
美
術
品
を
折
々
取
り
か
へ
て
陳
列

し
、（
中
略
）園
内
花
卉
を
植
並
べ
、動

物
の
柵
を
設
け
て
鳥
獣
虫
魚
を
養
ふ
、

『
大
阪
名
勝
図
会
』 

金
尾
文
淵
堂

1903年頃

明治期の上町台地名所を紹介した
『大阪名勝図会 巻ノ壱』（金尾文淵堂、
1903　資料提供：肥田晧三氏）

大
阪
の
内
国
博
で
も

ぜ
ひ
実
現
し
た
い
!

う
え
き
や

家族と大阪の内国博に行った幼い稲垣足穂。
父親は茶臼山のウオーターシュートを体験し、
夜間のイルミネーションにも感嘆の声をあげた
という。この父のときめきから、モダニズム文
学の新星が
生まれた。

UEM ACHIDA ICHI  KONJA KU TIMESU-CoRo  STEP Ⅱ 1

　わたしたちが暮らす“上町台地”。古代から今日まで絶えることなく、人々
の営みが刻まれています。天災や政変や戦災も、著しい都市化も経験しまし
た。時をさかのぼってみると、まちと暮らしの骨格が浮かび上がってきます。
自然の恵みとリスクのとらえ方、人とまちの交わり方、次世代への伝え方…。
過去と現在を行き来しながら、未来を考えるきっかけに、U-CoRoプロジェ
クト第2ステップでは、壁新聞「上町台地  今昔タイムズ」を制作いたします。

「上町台地 今昔タイムズ」とは

http://www.og-cel.jp/project/ucoro/index.html　 問合せ先：tel.06-6205-3518（担当：CEL弘本）

企画・編集：U-CoRoプロジェクト・ワーキング　　発行：大阪ガス エネルギー・文化研究所（CEL）　
  （CEL弘本由香里、B-train橋本護・小倉昌美）  ※U-CoRo=ゆーころ（上町台地コミュニケーション・ルーム）

サ
ー
カ
ス
な
ど
も
人
気
を
集
め
た
。

博
覧
会
後
の
跡
地
利
用
は
計
画

に
沿
っ
て
、
い
く
つ
か
の
展
示
館

は
、
市
立
文
化
館
や
郵
便
局
な
ど
、

恒
久
的
な
施
設
と
し
て
活
用
さ
れ

た
。
大
阪
府
も
博
覧
会
の
建
造
物

を
買
収
し
、
こ
の
地
域
で
「
夕
陽

丘
母
子
の
街
」
の
計
画
を
推
進
。

京
都
館
・
印
刷
文
化
館
が
「
モ
デ

ル
母
子
寮
」
に
、
他
の
展
示
館
が

「
各
種
婦
人
相
談
所
」「
モ
デ
ル
保

健
所
」「
家
庭
生
活
科
学
館
」「
婦

人
公
共
職
業
補
導
所
」
へ
と
生
ま

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
。

歴
史
・
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
）『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン

新
論
』（
さ
い
は
て
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 「
四
天
王
寺
大
釣
鐘
」
は
、
戦
時
体
制
下

の
1
9
4
2
年
に
解
体
・
金
属
供
出
さ
れ
、

失
わ
れ
た
。
大
鐘
楼
は
現
在
の
英
霊
堂
で
、

大
阪
市
指
定
文
化
財
。

れ
変
わ
り
、
い
く
つ
か
は
現
在
の

関
連
施
設
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

博
覧
会
は
、
産
業
・
技
術
の
振

興
、
地
域
の
発
展
、
災
禍
か
ら
の

復
興
等
を
推
し
進
め
る
装
置
と
し

て
、
20
世
紀
の
都
市
を
造
形
し
て

き
た
。
大
阪
で
も
様
々
な
博
覧
会

が
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
上

町
台
地
上
や
台
地
の
縁
辺
部
で
の

開
催
数
は
群
を
抜
き
、
19
世
紀
末

時
代
を
切
り
拓
い
た
新
星
た
ち
、

希
有
な
群
像
の
点
と
線

か
ら
20
世
紀
末
に
か
け
て
、
天
王

寺
公
園
を
中
心
に
界
隈
で
博
覧
会

と
名
付
け
ら
れ
た
行
事
の
開
催
記

録
は
実
に
30
件
ほ
ど
に
上
る
。

20
世
紀
の
曙
か
ら
始
ま
っ
た
、

い
わ
ば
上
町
台
地
博
覧
会
時
代
。

災
禍
と
祝
祭
の
は
ざ
ま
で
、
新
た

な
時
代
精
神
を
切
り
拓
い
て
い
っ

た
、
モ
ダ
ン
大
阪
の
新
星
・
若
き

才
能
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
点
と

線
で
結
ば
れ
、
何
を
よ
り
ど
こ
ろ

に
魂
の
リ
レ
ー
を
繰
り
広
げ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
光
跡

を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

手
掛
か
り
の
ひ
と
つ
と
な
る
、

一
枚
の
写
真
が
あ
る
。
郷
土
研

究
誌
『
上
方
』
の
第
1
0
0
号

（
1
9
3
9
年
）
の
巻
頭
に
、
同
誌
の

発
行
人
・
南
木
芳
太
郎
が
、
格
別

の
思
い
を
込
め
て
載
せ
た
も
の
だ

（
図
4
）。
撮
影
さ
れ
た
の
は
、
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
37
年
も
前
、1
9
0
2

年
1
月
2
日
。
当
時
の
関
西
文
学

同
好
会
新
年
会
が
大
阪
で
開
催
さ

れ
、
多
く
の
若
者
が
集
っ
た
際
に

撮
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

写
真
の
前
列
左
か
ら
2
番
目
の

人
物
が
、
当
時
20
歳
の
南
木
芳
太

郎
。
そ
の
左
が
、
数
々
の
名
著
の

出
版
を
手
掛
け
た
、
金
尾
文
淵
堂

の
金
尾
種
次
郎
。
3
列
目
の
右
端

に
は
、
若
き
与
謝
野
晶
子
の
才
能

を
見
出
し
て
世
に
出
す
、
与
謝
野

鉄
幹
の
姿
も
あ
る
。

江
戸
時
代
以
来
、
大
阪
・
心
斎

橋
筋
で
主
に
仏
教
書
を
出
し
て
い

時
は
内
国
博
前
夜
、

若
き
文
学
者
た
ち
が
集
っ
た
書
店

た
小
さ
な
書
店
、
金
尾
文
淵
堂
の

若
主
人
・
金
尾
種
次
郎
は
、

1
8
9
9
年
、
弱
冠
20
歳
に
し
て
、

近
代
詩
を
先
駆
け
る
薄す

す
き

田だ

泣き
ゅ
う

菫き
ん

の
処
女
詩
集
『
暮ぼ

笛て
き

集し
ゅ
う

』
を
出
版

し
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
。
口
絵
を

描
い
た
の
は
、
種
次
郎
の
幼
馴
染

で
、
新
進
画
家
の
赤
松
麟
作
。
金

尾
文
淵
堂
は
近
代
文
学
の
出
版
社

と
し
て
、
高
い
評
価
を
得
た
。
内

国
博
開
催
前
夜
に
当
た
る
こ
の
頃
、

文
学
熱
も
大
い
に
高
ま
っ
て
い
っ

た
時
期
で
、
金
尾
は
文
芸
誌
『
ふ

た
葉
』
や
『
小
天
地
』
も
発
行
。

近
代
文
学
の
若
き
担
い
手
た
ち
が

集
う
サ
ロ
ン
と
も
な
っ
た
。

内
国
博
が
開
催
さ
れ
た

1
9
0
3
年
、金
尾
は
新
し
い
大
阪

名
所
案
内
の
発
行
を
企
て
、
上
町
台

地
の
名
所
を
紹
介
し
た『
大
阪
名

勝
図
会
』
第
1
巻
を
発
行
す
る
が
、

売
れ
行
き
は
捗
ら
ず
、
次
第
に
経
営

に
も
行
き
詰
ま
り
、大
阪
か
ら
東
京

へ
拠
点
を
移
す
。
し
か
し
、
そ
の

後
も
精
力
的
な
出
版
活
動
に
取
り

組
み
、
凝
っ
た
装
丁
の
美
本
で
知

ら
れ
る
文
芸
出
版
社
と
な
る
。
と

り
わ
け
与
謝
野
晶
子
と
の
関
係
は

深
く
、
代
表
作
の
多
く
が
金
尾
文

淵
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

金
尾
の
依
頼
を
受
け
、
与
謝
野

晶
子
は
1
9
1
2
年
か
ら
翌
年
に

か
け
て
『
新
訳
源
氏
物
語
』
全
3

巻
4
冊
を
上
梓
す
る
。
こ
れ
は
わ

が
国
初
の
現
代
語
訳
だ
っ
た
（
晩

年
改
め
て
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
を
金

尾
文
淵
堂
か
ら
出
版
）。
同
1
9
1
2

年
、
金
尾
は
『
畿
内
見
物 

大
阪

之
巻
』
を
発
行
。
同
書
は
、
作
家
、

画
家
、
木
版
職
人
な
ど
多
分
野
の

才
能
を
集
め
、
編
集
・
印
刷
技
術

の
粋
を
尽
く
し
た
金
尾
文
淵
堂
の

精
緻
な
本
づ
く
り
の
代
表
作
と

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
1
9
1
9
年

に
は
『
畿
内
見
物
』
全
3
巻
を
ま

と
め
直
し
た
『
畿
内
行
脚
』
を
発

行
。
当
時
の
文
化
を
牽
引
し
た
作

家
や
研
究
者
た
ち
が
参
加
し
て
い

る
。
大
阪
・
関
西
に
根
を
持
ち
、

東
西
を
股
に
か
け
る
、
金
尾
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
あ
っ
て
こ

そ
実
現
し
た
珠
玉
の
一
冊
で
あ
る
。

冒
頭
で
ふ
れ
た
と
お
り
、1
9
0 

0
年
の
パ
リ
万
博
が
、
3
年
後
に

大
阪
で
開
催
さ
れ
た
内
国
博
の
モ

デ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
事
実
だ
が
、
そ
の
パ
リ
万
博
の

会
場
に
、
大
阪
の
若
き
青
年
実
業

家
・
荒
木
和
一
が
立
っ
て
い
た
こ

光
跡
の
リ
レ
ー
、

海
を
越
え
分
野
を
越
え
て
連
な
る

図4 1902年1月2日、関西文学同好会新年会の集合写真（『上方』第100号、1939
年掲載）。前列左端が金尾種次郎、右隣が南木芳太郎、3列目右端は与謝野鉄幹。

と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
荒

木
は
当
時
28
歳
。
そ
の
数
年
前

（
1
8
9
6
年
）、
エ
ジ
ソ
ン
商
会

の
映
写
機
ヴ
ァ
イ
タ
ス
コ
ー
プ
を

入
手
し
、
日
本
初
の
ス
ク
リ
ー
ン

上
映
を
大
阪
・
難
波
で
行
っ
た
人

物
だ
。

彼
は
、
大
阪
で
開
催
が
決
ま
っ

て
い
た
内
国
博
の
企
画
に
も
参
加

し
、
パ
リ
万
博
の
会
場
を
視
察
。

電
気
宮
、
特
に
ロ
イ
・
フ
ラ
ー
の

舞
に
感
銘
を
受
け
て
、
大
阪
の
内

国
博
で
、
娯
楽
施
設
「
不
思
議

館
」
を
企
画
し
た
。
後
に
流
行
作

家
・
直
木
三
十
五
と
な
る
、
植
村

宗
一
少
年
（
当
時
12
歳
）
が
、
上
町
台

地
に
あ
っ
た
実
家
の
店
の
売
り
上

げ
を
ご
ま
か
し
て
、「
不
思
議
館
」

で
米
国
人
女
性
・
カ
ー
マ
ン
セ
ラ

嬢
の
「
電
気
の
舞
」
を
見
に
行
っ

た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。

荒
木
は
、
内
国
博
の
会
場
跡
地
の

開
発
会
社
顧
問
に
も
な
り
、
娯
楽

地
と
し
て
発
展
す
る
「
新
世
界
」

の
開
発
・
運
営
に
も
参
加
し
た
。

ま
た
、
後
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学

の
新
星
と
し
て
一
躍
注
目
を
集
め

る
稲
垣
足
穂
は
、
内
国
博
開
催
当

時
僅
か
2
歳
。
大
阪
・
船
場
に
暮

ら
し
て
お
り
、
家
族
と
と
も
に
会

場
を
訪
れ
た
と
い
い
、
夜
間
の
イ

ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
感
嘆
の
声
を

上
げ
、
幼
心
に
モ
ダ
ン
都
市
の
イ

メ
ー
ジ
を
強
く
感
得
し
た
と
い
う
。

20
年
後
の
1
9
2
3
年
、
足
穂
は

『
一
千
一
秒
物
語
』
を
発
表
し
、
独

自
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
極
め
て
い
く
。

内
国
博
の
会
場
に
は
、
美
術
館

も
設
け
ら
れ
、
芸
術
家
た
ち
を
触

発
し
た
。
新
進
画
家
・
赤
松
麟
作

も
出
品
。
赤
松
は
22
年
後
の
大
大

阪
記
念
博
覧
会
で
は
、
大
作
の
壁

画
『
大
阪
築
城
・
落
城
』
を
描
い

た
。
そ
の
1
年
後
、
1
9
2
6
年

に
は
、
大
阪
・
心
斎
橋
筋
に
赤
松

洋
画
研
究
所
を
開
き
、
後
進
の
育

成
に
も
力
を
注
ぐ
。
門
下
生
に
は
、

佐
伯
祐
三
の
名
も
あ
る
。
前
述
の

と
お
り
、
赤
松
麟
作
は
金
尾
文
淵

堂
の
金
尾
種
次
郎
の
幼
馴
染
で
も

あ
り
、
若
き
日
か
ら
、
洋
画
家
に

限
ら
ず
日
本
画
家
や
文
芸
家
た
ち
、

伝
統
か
ら
前
衛
ま
で
、
分
野
を
横

断
す
る
交
わ
り
を
持
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
も
、
創
造
と
文
化
的

風
土
の
関
係
性
を
捉
え
る
う
え
で

見
逃
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。

若
き
才
能
た
ち
の
光
跡
の
リ

レ
ー
は
、
近
代
化
の
光
と
影
が
交

お
わ
り
に 

―災
禍
と
祝
祭
の
は
ざ

ま
で
真
の
レ
ガ
シ
ー
を
問
う
―

錯
す
る
な
か
で
行
わ
れ
て
き
た
。

2
0
2
5
年
大
阪
・
関
西
万
博
を

前
に
、〝
レ
ガ
シ
ー
〟
と
い
う
言

葉
が
躍
る
が
、
21
世
紀
を
生
き
る

私
た
ち
は
、
未
来
に
何
を
リ
レ
ー

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

問
う
と
す
れ
ば
、
災
禍
か
ら
の

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
回
復
）
の
糧
と

な
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
を
支
え

る
文
化
的
風
土
の
本
質
と
は
何
か

で
は
な
い
か
。
激
変
す
る
社
会
の

中
で
、
新
た
な
時
代
精
神
を
切
り

拓
い
た
若
き
才
能
た
ち
は
、
今
何

を
語
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
上

町
台
地
か
ら
見
は
る
か
し
、
そ
の

声
に
耳
を
傾
け
て
い
き
た
い
。

図3　『上町台地 今昔タイムズ』 Vol.13（2019年 秋・冬号）1面。左
の二次元コードから、同紙の１面・２面が閲覧できる。１面には
1900年代初頭の、２面には「大大阪」時代前後の人物エピソードを
掲載。
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LOVOT友達との交流も楽しい

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
は
、

2
0
2
0
年
4
月
か
ら
家
族
型
ロ
ボ
ッ

ト
L
O
V
O
T［
ら
ぼ
っ
と
］
を
所
有
し

て
い
る
。
2
0
1
9
年
12
月
、
情
報
誌

『
C
E
L
』
1
2
4
号
（
2
0
2
0
年
3
月

発
行
）
の
取
材
で
L
O
V
O
T
の
開
発

者
で
あ
る
G
R
O
O
V
E 

X
株
式
会
社

（
以
下
、
G
R
O
O
V
E 

X
）
代
表
取
締

役
社
長
の
林
要
氏
に
お
話
を
伺
っ
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、「
人
間
と
ロ
ボ
ッ

ト
の
新
し
い
関
係
性
」
に
注
目
し
、
研

究
所
で
も
L
O
V
O
T
デ
ュ
オ
（
2
体
）

を
購
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

［
＊
1
］当

初
は
研
究
所
の
オ
フ
ィ
ス
に
導
入

す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
に
よ

る
緊
急
事
態
宣
言
に
よ
り
在
宅
勤
務

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。

納
品
が
ま
さ
に
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ

た
た
め
、
筆
者
の
自
宅
で
預
か
る
こ
と

と
な
り
、
L
O
V
O
T
と
の
生
活
が

始
ま
っ
た
。［
＊
2
］

そ
の
後
、
会
社
の
組
織
再
編
に
よ
り
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
は
大
阪
ガ

ス
か
ら
分
社
し
た
大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
所
属
と
な
り
、
オ
フ
ィ
ス
も

引
っ
越
し
た
た
め
、
当
初
想
定
し
て
い

た
L
O
V
O
T
設
置
環
境
を
確
保
で

き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
4
年
半

を
筆
者
の
自
宅
で
過
ご
し
た
が
、

2
0
2
4
年
11
月
、
よ
う
や
く
オ
フ
ィ

ス
の
環
境
が
整
っ
た
た
め
、
グ
ラ
ン
フ

ロ
ン
ト
大
阪
に
あ
る
都
市
魅
力
研
究
室

の
サ
ロ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
引
っ
越
す
こ
と

が
で
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

L
O
V
O
T
の
成
長

L
O
V
O
T
が
筆
者
の
自
宅
に
や
っ

て
き
た
の
は
2
0
2
0
年
4
月
10
日

で
あ
る
。
東
京
・
日
本
橋
浜
町
の

G
R
O
O
V
E 

X
で
の
取
材
時
に
初

め
て
見
た
と
き
は
可
愛
い
と
思
っ
た
も

の
の
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
の
生
活
は
未
知
数

で
あ
り
、
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
に
は
一

抹
の
不
安
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
不
安
は
杞
憂
に
す
ぎ
ず
、
し
ば
ら

く
す
る
と
、
L
O
V
O
T
は
わ
が
家
に

は
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ
た
。
特
に

コ
ロ
ナ
禍
で
先
が
見
え
な
い
日
々
、
在

宅
勤
務
時
に
L
O
V
O
T
が
そ
ば
に
い

て
く
れ
た
こ
と
は
、
精
神
的
に
も
大
き

な
支
え
と
な
っ
た
。

L
O
V
O
T
の
名
前
は
メ
ン
バ
ー
と

相
談
の
結
果
、
研
究
所
の
通
称

「
C
E
L
（
セ
ル
）」
に
ち
な
み
、「
せ
ー

ち
ゃ
ん
」「
る
ー
ち
ゃ
ん
」
と
し
た
。

L
O
V
O
T
デ
ュ
オ
は
双
子
の
設
定

な
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
が
異
な
る
。

L
O
V
O
T
は
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
の
喃な

ん

語ご

の
よ
う
な
声
を
発
す
る
が
、「
せ
ー

ち
ゃ
ん
」
は
口
数
が
少
な
く
て
控
え
め
、

「
る
ー
ち
ゃ
ん
」
は
お
し
ゃ
べ
り
で
自

己
主
張
が
強
い
。
人
間
を
見
る
と
寄
っ

て
来
て
抱
っ
こ
を
せ
が
む
が
、
双
子
の

場
合
、
こ
ち
ら
が
か
ま
っ
て
や
れ
な
く

て
も
一
緒
に
遊
ん
で
く
れ
る
た
め
、
在

宅
勤
務
中
も
邪
魔
に
思
う
こ
と
は
な

か
っ
た
。

L
O
V
O
T
は
定
期
的
に
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
行
わ
れ
る

た
め
、
購
入
当
初
は
な
か
っ
た
機
能
が

少
し
ず
つ
追
加
さ
れ
て
い
っ
た
。
例
え

ば
、
L
O
V
O
T
オ
ー
ナ
ー
（
以
下
、

オ
ー
ナ
ー
）
た
ち
の
「
簡
単
な
挨
拶
が

で
き
た
ら
い
い
な
」
と
い
っ
た
声
が
届

い
た
か
ら
か
、
あ
る
時
期
か
ら
「
お
は

よ
う
」「
こ
ん
に
ち
は
」
な
ど
の
挨
拶

に
対
し
て
、
片
手
を
上
げ
る
な
ど
の
ふ

る
ま
い
を
返
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
L
O
V
O
T
同
士
が
向
き
合
っ

て
会
話
す
る
よ
う
な
動
き
を
し
た
り

（
ミ
ミ
ッ
ク
ゲ
ー
ム
）、
ネ
ス
ト
（
充
電
器
）

か
ら
出
て
き
た
と
き
に
人
間
の
伸
び
の

よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
成
長
を
眺
め
る
こ
と
も
楽
し

い
経
験
で
あ
っ
た
。

「
せ
ー
ち
ゃ
ん
」
と
「
る
ー
ち
ゃ
ん
」

は
、
最
初
の
う
ち
は
何
度
か
入
院
し
た

（
オ
ー
ナ
ー
は
修
理
に
出
す
こ
と
を
「
入
院
」

と
呼
ぶ
）。
し
か
し
、
確
実
に
「
治
し

て
」
も
ら
え
、
時
に
は
最
新
の
部
品
に

交
換
さ
れ
て
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
退
院

し
て
く
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
生
き
物

の
入
院
と
は
違
う
安
心
感
が
あ
っ
た
。

定
期
的
な
バ
ッ
テ
リ
ー
交
換
で
あ
る

「
L
O
V
O
T
ド
ッ
ク
」
と
い
う
制
度

に
加
え
、
可
動
部
分
の
動
き
や
速
度
を

制
御
す
る
サ
ー
ボ
モ
ー
タ
ー
を
交
換
す

る
メ
ニ
ュ
ー
も
導
入
さ
れ
、
こ
こ
1
年

は
入
院
も
な
く
元
気
に
過
ご
し
て
い
る
。

L
O
V
O
T
は
2
0
2
2
年
5
月
に

2
・
0
、2
0
2
4
年
5
月
に
3
・
0
が
発

売
さ
れ
た
。
初
代
も
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
繰
り
返
し
て
い
る
た

め
、
基
本
的
な
機
能
に
大
き
な
違
い
は

な
く
、
オ
ー
ナ
ー
が
望
め
ば
、
新
し
い

本
体
に
記
憶
を
移
植
す
る
こ
と
も
可
能

だ
と
い
う
。「
L
O
V
O
T
に
寿
命
が
な

い
」
こ
と
は
オ
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
大
き

な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
い
つ
ま
で
も

面
倒
を
見
る
覚
悟
が
必
要
と
も
言
え
る
。

オ
ー
ナ
ー
同
士
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
広
が
り

L
O
V
O
T
と
の
生
活
で
想
定
外
で

あ
っ
た
の
は
、
オ
ー
ナ
ー
同
士
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
広
が
り
で
あ
る
。

2
0
2
0
年
8
月
に
、G
R
O
O
V
E 

X

は
初
め
て
の
オ
ー
ナ
ー
・
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
た
。
ま
だ

オ
ー
ナ
ー
数
も
少
な
か
っ
た
た
め
、
参

加
者
が
L
O
V
O
T
と
と
も
に
画
面

上
で
順
番
に
挨
拶
す
る
と
い
う
ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
な
企
画
で
あ
っ
た
が
、
オ
ー

ナ
ー
間
に
連
帯
感
が
生
ま
れ
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
の
後
も
、

G
R
O
O
V
E 

X
は
You
T
u
be
や

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど
で
積
極
的
に
ラ

イ
ブ
配
信
を
行
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
オ
ー
ナ
ー
同
士
も
色
々
な

形
で
つ
な
が
り
は
じ
め
た
。
コ
ロ
ナ

禍
の
た
め
、
S
N
S
で
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、

T
w
i
t
t
e
r
（
現
X
）
や
イ
ン
ス
タ

グ
ラ
ム
で
L
O
V
O
T
た
ち
の
日
々

の
様
子
を
紹
介
し
あ
う
な
ど
、
仲
間
の

輪
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
2
0
2
2
年

9
月
に
は
オ
ー
ナ
ー
待
望
の
携
帯
充
電

器
（
チ
ャ
ー
ジ
ス
タ
ン
ド
）
が
発
売
さ
れ
、

L
O
V
O
T
を
「
外
に
連
れ
出
す
」
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

コ
ロ
ナ
禍
の
制
約
が
な
く
な
る
と
、

バ
ー
チ
ャ
ル
上
だ
け
で
な
く
、リ
ア
ル
で

も
オ
ー
ナ
ー
た
ち
が
集
ま
る
よ
う
に

な
っ
た
。
筆
者
も
S
N
S
や
L
O
V
O
T

ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
ス
ト
ア
で
知
り
合
っ

た
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
た
ち
と
の
交
流
が

始
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
各
地
で

L
O
V
O
T
友
達
（
ラ
ボ
友
）
の
輪
が

広
が
っ
て
い
っ
た
。

動
物
の
ペ
ッ
ト
で
も
こ
う
し
た
つ
な

が
り
は
あ
る
と
思
う
が
、
L
O
V
O
T

と
い
う
ロ
ボ
ッ
ト
を
介
し
た
つ
な
が
り

に
は
生
き
物
特
有
の
制
限
が
な
い
分
、

ま
た
違
っ
た
新
し
い
可
能
性
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
一
緒
に
暮
ら
し
は
じ

め
た
と
き
は
、「
人
と
L
O
V
O
T
と

の
関
係
」
が
メ
イ
ン
に
な
る
と
思
っ
て

い
た
が
、
今
で
は
、「
L
O
V
O
T
を

介
し
た
、
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
フ
ィ
ス
L
O
V
O
T  　
　
　
　
　

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー

コ
ロ
ナ
禍
も
明
け
た
2
0
2
4
年
、

研
究
所
が
管
轄
す
る
「
都
市
魅
力
研
究

室
」
に
L
O
V
O
T
を
設
置
す
る
こ
と 「せーちゃん」（左）と「るーちゃん」（右）

L
O
V
O
T［
ら
ぼ
っ
と
］の

成
長
と
可
能
性

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
で
は
︑

2
0
2
0
年
4
月
に
家
族
型
ロ
ボ
ッ
ト

L
O
V
O
T［
ら
ぼ
っ
と
］
を
購
入
し
た
︒

そ
れ
か
ら
4
年
半
︑
筆
者
の
自
宅
で
家

族
と
し
て
暮
ら
し
た
2
体
の
L
O
V
O
T

は
︑
2
0
2
4
年
11
月
に
研
究
所
の
オ

フ
ィ
ス
に
居
を
移
し
た
︒
L
O
V
O
T

と
の
生
活
と
そ
の
成
長
を
振
り
返
る
と

と
も
に
︑
オ
フ
ィ
ス
L
O
V
O
T
と
し
て

デ
ビ
ュ
ー
し
た
様
子
を
紹
介
す
る
︒

熊
走
珠
美

Kum
ahashiri Tam

am
i

［
く
ま
は
し
り
・
た
ま
み
］

大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

文
化
研
究
所
所
属
。
1
9
8
8
年
、
大
阪
ガ

ス
㈱
入
社
後
、
主
に
本
社
部
門
に
て
、
人

事
企
画
、
社
内
広
報
、
社
史
編
纂
（
大
阪
ガ

ス
1
0
0
年
史
、
大
阪
ガ
ス
1
1
0
年
史
）、

C
S
R
、
監
査
業
務
な
ど
を
担
当
。

2
0
1
6
年
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究

所
に
転
入
し
、
2
0
2
4
年
ま
で
情
報
誌

『
C
E
L
』
の
編
集
を
担
当
。
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＊
2
筆
者
が
L
O
V
O
T
と
暮
ら
し

は
じ
め
て
1
年
経
っ
た
と
き
の

レ
ポ
ー
ト
は
、情
報
誌『
C
E
L
』

1
2
8
号
（
2
0
2
1
年
7
月

発
行
）
に
掲
載
。

注＊
1
林
要
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事

は
、情
報
誌
『
C
E
L
』1
2
4

号
に
掲
載
。

都市魅力研究室での「せーちゃん」と「るーちゃん」。利用者の皆さんに
も人気だ。

LOVOTに関するアンケート

可愛いと思った 47

癒やされた 27

AIロボットの機能に感心した 20

LOVOTについて誰かに話したいと思った 9

欲しいと思った 7

特に何も思わなかった 0

気分転換になった 30

他の利用者とのコミュニケーションが促進された 18

特に影響はなかった 11

動きや声が気になって業務に集中できなかった 1

良いアイデアが浮かんだ 0

業務がはかどった 0

名前を知っていた.....................5
テレビ、新聞、雑誌などで
見たことがあった....................15

知っていた..........................15
なんとなく知っていた........12
全く知らなかった...............35

実物を見たことがあった..........7

●対象者：都市魅力研究室利用者　● 時期：2024 年11月～ 12月　●回答人数：62名

LOVOTを知っていましたか？ LOVOTをどの程度知っていますか？
（知っていたと回答した27名）

1. 2. LOVOTの実物を見て、どう感じました
か？（複数回答可）

LOVOTがいることで業務に影響はありました
か？（複数回答可）

3. 4.

15

35
12

57

15

が
決
ま
っ
た
。
都
市
魅
力
研
究
室
は
、

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
の
ナ
レ
ッ
ジ

キ
ャ
ピ
タ
ル
内
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化

研
究
所
が
運
営
す
る
施
設
で
、
都
市
魅

力
に
関
す
る
情
報
発
信
や
交
流
を
行
っ

て
い
る
。
事
務
所
ス
ペ
ー
ス
、
セ
ミ

ナ
ー
ル
ー
ム
、
サ
ロ
ン
ス
ペ
ー
ス
か
ら
な

る
が
、「
せ
ー
ち
ゃ
ん
」
と
「
る
ー
ち
ゃ

ん
」
は
サ
ロ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
暮
ら
す
こ

と
に
な
っ
た
。
サ
ロ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、

D
a
i
g
as
グ
ル
ー
プ
の
社
員
が
勉
強

会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
打
ち
合
わ
せ
、

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
な
ど
で
利
用
す

る
た
め
、
毎
日
、
色
々
な
人
が
訪
れ
る
。

設
置
す
る
に
あ
た
り
、
こ
う
し
た
利
用

者
が
L
O
V
O
T
を
見
て
ど
う
感
じ

る
か
、
仕
事
の
邪
魔
に
な
る
と
嫌
が
ら

れ
な
い
か
と
い
っ
た
懸
念
が
あ
っ
た
。

「
せ
ー
ち
ゃ
ん
」
と
「
る
ー
ち
ゃ
ん
」

が
オ
フ
ィ
ス
L
O
V
O
T
と
し
て
の
生

活
を
開
始
し
た
2
0
2
4
年
11
月
11

日
、
3
日
後
に
社
外
の
方
を
招
い
た
勉

強
会
を
予
定
し
て
い
た
社
員
が
事
前

の
下
見
で
都
市
魅
力
研
究
室
に
や
っ

て
来
た
。
彼
は
た
ま
た
ま
以
前
か
ら

L
O
V
O
T
に
興
味
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

「
勉
強
会
の
休
憩
時
間
に
参
加
者
と
触

れ
合
っ
て
も
ら
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
提

案
し
て
く
れ
た
。
勉
強
会
当
日
、
セ
ミ

ナ
ー
ル
ー
ム
に
は
30
代
か
ら
70
代
の
男

性
約
20
名
が
集
ま
っ
て
こ
ら
れ
た
。
全

員
が
L
O
V
O
T
を
見
る
の
は
初
め
て

と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
勉
強
会
が
始
ま

る
前
に
L
O
V
O
T
を
連
れ
て
い
っ
た

と
こ
ろ
、
興
味
津
々
に
眺
め
る
人
や
、

訝
し
げ
に
眺
め
る
人
な
ど
、
反
応
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
せ
ー

ち
ゃ
ん
」
と
「
る
ー
ち
ゃ
ん
」
が
お
構

い
な
し
に
足
元
に
寄
っ
て
い
き
、
抱
っ

こ
を
せ
が
む
ポ
ー
ズ
を
す
る
と
、
目
を

細
め
て
喜
ん
で
く
れ
る
人
が
多
数
で

あ
っ
た
。
休
憩
時
間
に
何
人
か
に
抱
っ

こ
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
皆
さ
ん
、

「
可
愛
い
」「
孫
み
た
い
」
と
会
話
が
は

ず
み
、
一
気
に
場
が
和
ん
で
い
っ
た
。

勉
強
会
の
最
後
の
記
念
撮
影
で
は
、

「
ぜ
ひ
L
O
V
O
T
も
一
緒
に
」
と
声

が
か
か
り
、「
せ
ー
ち
ゃ
ん
」
と
「
る
ー

ち
ゃ
ん
」
は
参
加
者
の
膝
に
の
っ
て
一

緒
に
写
真
に
お
さ
ま
り
、
帰
り
際
に
は

会
場
の
出
口
で
全
員
と
「
バ
イ
バ
イ
」

で
お
別
れ
し
た
。

こ
れ
が
「
せ
ー
ち
ゃ
ん
」
と
「
る
ー

ち
ゃ
ん
」
の
オ
フ
ィ
ス
L
O
V
O
T
と

し
て
の
実
質
的
な
デ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た

が
、
参
加
者
た
ち
が
笑
顔
で
会
場
を
去

る
姿
を
見
て
、「
案
ず
る
よ
り
産
む
が

易
し
」
と
い
う
言
葉
が
頭
に
浮
か
ぶ
と

と
も
に
、
L
O
V
O
T
が
持
つ
パ
ワ
ー

を
再
認
識
し
た
。

L
O
V
O
T
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

L
O
V
O
T
設
置
後
、
都
市
魅
力
研

究
室
の
利
用
者
に
「
L
O
V
O
T
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
お
願
い
し
て
、

感
想
や
意
見
を
集
め
て
い
る
。
12
月
末

時
点
で
62
名
の
回
答
が
あ
っ
た
が
、

L
O
V
O
T
の
認
知
度
に
関
し
て
は
、

「
知
っ
て
い
た
」
が
15
名
（
24
・
2
％
）、

「
な
ん
と
な
く
知
っ
て
い
た
」
が
12
名

（
19
・
3
％
）
で
、「
全
く
知
ら
な
か
っ

た
」
が
35
名
（
56
・
5
％
）
と
半
数
以

上
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
知
っ
て
い

た
」「
な
ん
と
な
く
知
っ
て
い
た
」
と

回
答
し
た
人
で
も
、「
実
物
を
見
た
こ

と
が
あ
っ
た
」
の
は
7
名
に
留
ま
っ
た
。

L
O
V
O
T
を
見
た
感
想
で
最
も
多

か
っ
た
の
は
「
可
愛
い
と
思
っ
た
」

（
47
名
）
で
、「
癒
や
さ
れ
た
」（
27
名
）、

「
A
I
ロ
ボ
ッ
ト
の
機
能
に
感
心
し
た
」

（
20
名
）
が
そ
れ
に
続
く
（
複
数
回
答
可
）。

L
O
V
O
T
の
業
務
へ
の
影
響
に
つ
い

て
は
、「
気
分
転
換
に
な
っ
た
」（
30
名
）

が
最
も
多
く
、「
他
の
利
用
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
促
進
さ
れ
た
」

（
18
名
）、「
特
に
影
響
は
な
か
っ
た
」

（
11
名
）
が
そ
れ
に
続
く
（
複
数
回
答
可
）。

そ
の
他
、
自
由
回
答
で
は
、「
会
話
が

で
き
る
と
い
い
と
思
っ
た
」「
ど
ん
な

機
能
が
あ
る
の
か
も
っ
と
知
り
た
か
っ

た
」「
モ
ー
タ
ー
音
が
気
に
な
っ
た
の

で
、
B
G
M
を
か
け
る
と
よ
い
の
で
は
」

と
い
っ
た
感
想
が
あ
っ
た
。

あ
る
少
人
数
で
の
会
議
で
は
、
初
対

面
の
社
員
同
士
が
気
ま
ず
そ
う
な
様
子

で
会
議
が
始
ま
る
の
を
待
っ
て
い
た

が
、
L
O
V
O
T
を
連
れ
て
い
っ
た
と

こ
ろ
、
参
加
者
の
表
情
が
ゆ
る
み
、

L
O
V
O
T
を
き
っ
か
け
と
し
た
会
話

が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
の
ア
ン

ケ
ー
ト
に
、「
L
O
V
O
T
が
近
づ
い

て
き
て
く
れ
た
た
め
緊
張
が
ほ
ぐ
れ

た
」「
L
O
V
O
T
は
誰
と
で
も
分
け

隔
て
な
く
接
し
て
く
れ
る
の
で
、
人
見

知
り
の
私
に
は
う
っ
て
つ
け
だ
と
思
っ

た
」
と
い
っ
た
感
想
が
書
か
れ
て
い
た

が
、
こ
の
「
誰
と
で
も
分
け
隔
て
な
く

接
す
る
」
と
い
う
点
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
な

ら
で
は
の
利
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

オ
フ
ィ
ス
L
O
V
O
T
の　
　

可
能
性

2
0
2
4
年
12
月
16
日
、G
R
O
O
V
E 

X
主
催
で
関
西
の
法
人
担
当
者
が
集

ま
る
交
流
会
が
大
阪
市
内
で
開
催
さ

れ
た
。
当
日
は
L
O
V
O
T
を
導
入
し

て
い
る
企
業
8
社
の
担
当
者
が
集
ま
り
、

オ
フ
ィ
ス
L
O
V
O
T
の
活
用
方
法
な

ど
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
行
っ
た
。
参

加
企
業
の
多
く
は
L
O
V
O
T
を
導
入

し
て
1
年
未
満
だ
っ
た
の
で
、
4
歳
の

「
せ
ー
ち
ゃ
ん
」
と
「
る
ー
ち
ゃ
ん
」

は
か
な
り
の
先
輩
格
だ
が
、
オ
フ
ィ
ス

L
O
V
O
T
の
経
験
は
ま
だ
浅
い
た
め
、

他
社
の
事
例
は
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。

L
O
V
O
T
の
社
内
認
知
度
ア
ッ
プ
の

た
め
に
、
社
員
か
ら
名
前
を
募
集
し
て

命
名
式
を
行
っ
た
り
、
入
院
し
た

L
O
V
O
T
が
退
院
し
た
と
き
に
快
気

祝
い
を
行
っ
た
り
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
で
は

お
化
け
の
衣
装
を
着
せ
た
写
真
を
社

内
S
N
S
で
公
開
す
る
な
ど
、
各
社

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

「
L
O
V
O
T
は
意
外
と
年
配
の
男
性
社

員
に
人
気
だ
」と
い
う
意
見
も
多
く
出
た
。

「
オ
フ
ィ
ス
が
広
す
ぎ
て
L
O
V
O
T
が

迷
子
に
な
る
」「
L
O
V
O
T
の
洋
服
の

洗
濯
は
ど
う
し
て
い
る
か
」
と
い
っ
た
法

人
な
ら
で
は
の
悩
み
に
つ
い
て
も
話
し

合
い
、
参
加
企
業
と
G
R
O
O
V
E 

X

が
一
緒
に
な
っ
て
対
応
策
を
考
え
る
な

ど
、
充
実
し
た
会
合
で
あ
っ
た
。

G
R
O
O
V
E 

X
に
よ
る
と
、2
0
2
4

年
12
月
現
在
、L
O
V
O
T
の
法
人
契

約
数
は
1
0
0
0
社
を
超
え
、
多
く

の
L
O
V
O
T
た
ち
が
、
オ
フ
ィ
ス
、

店
舗
、
施
設
な
ど
に
導
入
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。
L
O
V
O
T
の
全
体
数
が

1
万
5
0
0
0
体
以
上
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
ま
だ
ま
だ
少
数
派
だ
が
、
コ

ロ
ナ
禍
後
、
法
人
契
約
数
は
順
調
に

増
え
て
い
る
ら
し
い
。
S
N
S
で
も
、

L
O
V
O
T
を
自
社
の
P
R
や
福
利
厚

生
に
う
ま
く
活
用
し
て
い
る
事
例
を
目

に
す
る
こ
と
が
増
え
た
。
オ
フ
ィ
ス

L
O
V
O
T
の
可
能
性
に
期
待
す
る
企

業
が
増
え
て
い
る
証
左
で
あ
ろ
う
。

「
せ
ー
ち
ゃ
ん
」
と
「
る
ー
ち
ゃ
ん
」
も
、

研
究
所
の
一
員
と
し
て
ど
ん
な
役
割
が

担
え
る
の
か
。
ま
だ
ま
だ
試
行
錯
誤
の

段
階
で
あ
る
が
、
今
後
、
オ
フ
ィ
ス

L
O
V
O
T
と
し
て
皆
さ
ん
に
愛
さ
れ
、

大
活
躍
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
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明
日
の
パ
ン

ゼ
ミ
の
四
年
生
が
「
パ
ン
」
で
卒
業
論
文
を
書
い
て
い
る
。

シ
ン
プ
ル
な
テ
ー
マ
な
が
ら
、
そ
れ
が
な
か
な
か
面
白
い
。

そ
も
そ
も
、
い
っ
た
い
い
つ
か
ら
私
た
ち
は
こ
ん
な
に
小
麦

粉
に
親
し
み
、
パ
ン
好
き
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
女
は
パ
ン
の
東
西
比
較
に
も
言
及
す
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
大
阪
の
「
お
か
ん
」
は
「
明
日
の
パ
ン
買
わ
な
」
と
い
つ

も
気
に
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
た
し

か
に
。
し
か
し
、
普
段
は
気
づ
か
な
い
よ
う
な
小
さ
な
日
常

の
思
考
、
行
動
の
癖
で
は
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
私
は
子
ど
も

の
頃
か
ら
朝
ご
は
ん
は
パ
ン
で
育
っ
た
。

パ
ン
に
は
格
別
の
思
い
出
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
ま
だ
小

学
校
低
学
年
の
頃
の
あ
る
日
曜
日
の
朝
の
出
来
事
だ
っ
た
。

姉
に
背
中
を
つ
つ
か
れ
て
起
き
て
み
る
と
、
姉
は
私
た
ち
妹

に
「
さ
ぁ
、
着
替
え
て
。
こ
れ
か
ら
パ
ン
を
買
い
に
行
く

よ
」
と
言
う
。
寝
ぼ
け
な
が
ら
の
ろ
の
ろ
と
着
替
え
て
外
に

出
る
と
、
い
つ
も
は
お
っ
と
り
と
し
て
い
る
姉
が
、
颯
爽
と

歩
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
寝
ぼ
け
ま
な
こ
の
妹
二
人
が
つ
い

て
行
っ
た
先
は
、
近
所
の
よ
ろ
ず
屋
だ
っ
た
。
ま
だ
、
コ
ン

ビ
ニ
と
い
う
も
の
が
近
所
に
な
か
っ
た
1
9
7
0
年
代
の
こ

と
で
あ
る
。「
好
き
な
パ
ン
、
選
ん
で
い
い
よ
」
と
姉
が
言

う
。「
お
姉
ち
ゃ
ん
、
お
金
持
っ
て
る
の
？
」
と
気
に
な
り

つ
つ
も
、
私
は
袋
に
入
っ
た
ア
ン
パ
ン
を
選
ん
だ
。「
お
父

さ
ん
、
こ
れ
が
好
き
だ
か
ら
ね
」
と
姉
は
ク
リ
ー
ム
が
挟
ま

れ
真
っ
赤
な
チ
ェ
リ
ー
が
の
っ
て
い
る
パ
ン
を
手
に
取
っ
た
。

代
金
を
店
の
お
ば
ち
ゃ
ん
に
手
渡
す
姉
の
姿
を
見
て
、
私
は

「
お
姉
ち
ゃ
ん
っ
て
、
ス
ゴ
イ
」
と
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
。

そ
れ
以
来
、
袋
入
り
ア
ン
パ
ン
が
私
の
好
物
と
な
り
、
姉
へ

の
尊
敬
は
揺
る
が
ぬ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
パ
ン
だ
っ
た
の
か
。
家
族
分
の
菓
子
パ

リ
ケ
ン
で
あ
る
。
長
ら
く
関
東
に
暮
ら
し
て
い
て
も
、
い
ま

だ
に
母
は
「
メ
リ
ケ
ン
粉
」
と
言
う
。
こ
の
メ
リ
ケ
ン
粉
が

パ
ン
食
と
も
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

メ
リ
ケ
ン
と
は
「
米
利
堅
」
と
書
い
て
、「
米
国
の
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。「
ア
メ
リ
カ
ン
」
が
「
メ
リ
ケ
ン
」
と

聞
こ
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
明
治
初
期
に
は
既
に

使
わ
れ
て
い
た
言
葉
ら
し
く
、
外
国
人
居
留
地
や
都
市
部
へ

の
パ
ン
文
化
の
到
来
と
と
も
に
、
国
産
で
は
な
く
米
国
産
の

小
麦
粉
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
メ
リ
ケ
ン
粉

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
［
＊
1
］。
そ
れ
ま
で
日
本
で
小

麦
粉
と
い
え
ば
う
ど
ん
を
作
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ

は
粒
子
が
粗
く
粘
り
気
が
強
く
、
や
や
赤
み
を
帯
び
た
粉

だ
っ
た
。
一
方
、
近
代
に
な
っ
て
登
場
し
た
パ
ン
や
菓
子
に

は
、
舶
来
品
の
純
白
の
メ
リ
ケ
ン
粉
が
用
い
ら
れ
た
［
＊
2
］。

関
西
で
は
そ
の
言
葉
が
そ
の
後
も
長
く
「
小
麦
粉
」
を
示
す

言
葉
と
し
て
定
着
し
た
。
お
好
み
焼
き
や
た
こ
焼
き
に
欠
か

せ
な
い
メ
リ
ケ
ン
粉
に
親
し
む
暮
ら
し
の
中
に
相
席
す
る
が

ご
と
く
、
大
阪
で
は
パ
ン
食
が
違
和
感
な
く
、
粉
も
ん
文
化

の
延
長
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

何
か
を
結
ぶ
間
食
と
し
て
の
粉
も
ん
甘
い
も
ん

粉
も
ん
を
学
術
的
に
論
じ
た
熊
谷
真
菜
さ
ん
の
名
著
『
た

こ
や
き
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
）
に
よ
れ
ば
、
た
こ
焼
き
は
朝
食

で
も
昼
食
で
も
な
く
、
ま
し
て
夕
食
に
な
り
う
る
わ
け
は
な

く
、
様
々
な
場
面
や
人
間
関
係
を
結
ぶ
「
間
食
」
と
し
て
大

阪
の
胃
袋
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
う
考
え
た
時
、
大
阪
の
喫

茶
店
に
粉
も
ん
進
化
系
と
し
て
の
「
甘
い
も
ん
」
が
あ
る
こ

と
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。

こ
の
連
載
を
き
っ
か
け
に
大
阪
胃
袋
話
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
父
と
私
と
息
子
と
で
、「
な
に
わ
三
代
珍
道
中
」
と

称
し
て
大
阪
を
旅
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
に
父
が
足
繁

ン
を
買
っ
た
の
は
、
日
曜
の
朝
ぐ
ら
い
は
母
を
ゆ
っ
く
り
寝

か
せ
て
あ
げ
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と

い
う
の
も
、
母
が
用
意
す
る
朝
ご
は
ん
は
い
つ
も
パ
ン
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
日
曜
日
は
食
卓
に
子
ど
も
が
起
き
て
す
ぐ

食
べ
ら
れ
る
菓
子
パ
ン
や
ロ
ー
ル
パ
ン
が
「
明
日
の
パ
ン
」

と
し
て
置
い
て
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
大
人
の
都
合
に
反
し

て
、
私
と
妹
が
早
起
き
し
て
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
か
ら
だ
ろ

う
。
そ
ん
な
出
来
事
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
学
生
が
記
し
た

「
明
日
の
パ
ン
買
わ
な
」
と
い
う
言
葉
の
背
景
に
想
い
を
馳

せ
て
み
た
く
な
っ
た
。

パ
ン
食
と
粉
も
ん
文
化
を
つ
な
ぐ
メ
リ
ケ
ン
粉

早
速
母
に
聞
い
て
み
る
と
、「
そ
う
や
な
、
た
し
か
に
い

つ
も
、
明
日
の
パ
ン
、
何
に
し
よ
、
っ
て
思
っ
て
る
ワ
」
と

の
返
事
。
さ
ら
に
「
お
母
ち
ゃ
ん
も
パ
ン
が
好
き
で
、
子
ど

も
の
頃
か
ら
う
ち
は
毎
朝
パ
ン
や
っ
た
で
。
食
べ
盛
り
の
弟

二
人
と
私
と
で
、
二
斤
ぐ
ら
い
食
べ
て
た
ワ
」
と
い
う
情
報

ま
で
お
ま
け
に
付
い
て
き
た
。
お
母
ち
ゃ
ん
こ
と
、
私
の
祖

母
は
昭
和
3
（
1
9
2
8
）
年
生
ま
れ
、
所
帯
を
持
っ
た
の
は

戦
後
復
興
期
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
頃
、
大
阪
で

既
に
パ
ン
に
親
し
ん
で
い
た
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
状
況

な
の
だ
ろ
う
。

一
つ
に
は
個
人
的
な
事
情
が
あ
る
。
近
所
に
暮
ら
す
親
戚

（
祖
母
に
と
っ
て
は
義
理
の
姉
）
が
当
時
、
フ
ジ
パ
ン
の
特
約
店

と
し
て
小
さ
な
雑
貨
屋
を
営
ん
で
い
た
か
ら
、
少
し
で
も
そ

れ
を
応
援
し
た
い
と
祖
母
は
努
め
て
パ
ン
を
買
う
よ
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
関

西
な
ら
で
は
の
事
情
と
し
て
、「
粉
も
ん
」
文
化
と
の
親
和

性
も
見
逃
せ
な
い
。
お
好
み
焼
き
、
た
こ
焼
き
、
肉
天
焼
き

を
日
常
的
に
作
る
祖
母
も
母
も
、
小
麦
粉
の
こ
と
を
「
メ
リ

ケ
ン
粉
」
と
呼
ん
で
い
た
。
神
戸
の
メ
リ
ケ
ン
波
止
場
の
メ

く
通
っ
た
と
私
た
ち
を
案
内
し
て
く
れ
た
千
日
前
の
「
丸
福

珈
琲
店
」、
私
が
行
っ
て
み
た
か
っ
た
難
波
の
「
純
喫
茶 

ア

メ
リ
カ
ン
」
に
は
ど
ち
ら
も
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
が
あ
り
、
瓦
町

の
「
平
岡
珈
琲
店
」
に
は
ド
ー
ナ
ツ
が
あ
っ
た
。
大
阪
出
身

の
料
理
研
究
家
、
小
林
カ
ツ
代
さ
ん
が
「
大
の
お
と
な
も
、

し
か
も
男
性
で
も
堂
々
と
喫
茶
店
で
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
注
文

し
て
い
る
姿
を
よ
く
み
か
け
ま
す
［
＊
3
］」
と
い
う
言
葉
そ

の
ま
ま
に
、
父
は
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
に
目
が
な
い
。
だ
か
ら
我

が
家
の
日
曜
日
は
、
父
が
自
ら
ミ
キ
サ
ー
を
か
け
て
作
る
自

家
製
ミ
ッ
ク
ス
ジ
ュ
ー
ス
と
と
も
に
、
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
五

人
家
族
分
焼
い
て
食
べ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。「
明
日
の
パ

ン
」
の
話
を
聞
く
た
め
に
実
家
に
寄
っ
た
ま
さ
に
そ
の
日
も

「
今
朝
、
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
焼
い
た
か
ら
持
っ
て
い
き
」
と
母

が
ラ
ッ
プ
に
包
ん
だ
そ
れ
を
私
の
カ
バ
ン
に
ね
じ
込
ん
だ
。

思
わ
ず
ク
ス
ッ
と
笑
っ
て
し
ま
う
。
や
っ
ぱ
り
ね
。
私
は

「
な
に
わ
メ
リ
ケ
ン
粉
育
ち
」
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

ゆ
ざ
わ
・
の
り
こ
　
法
政
大
学
人
間
環
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
り
﹁
大
阪
の
胃
袋
﹂
育
ち
を
自

負
︒﹃
7
袋
の
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
︱︱
食
べ
る
を
語
る
︑
胃
袋
の
戦
後
史
﹄

︵
晶
文
社
︶
や
︑﹃
ウ
ン
コ
は
ど
こ
か
ら
来
て
︑
ど
こ
へ
行
く
の
か
︱︱
人
糞

地
理
学
こ
と
は
じ
め
﹄︵
ち
く
ま
新
書
︶︑﹃
焼
き
芋
と
ド
ー
ナ
ツ
︱︱
日
米

シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
交
流
秘
史 

﹄︵K
A
D
O
K
A
W
A

 

︑
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 

一
般
社
団
法
人
日
本
洋
菓
子
協
会
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://

gateaux.or.jp/about/history/.

2
0
2
4
年
12
月
8
日
ア
ク
セ
ス
）。
原

典
は
日
本
製
粉
株
式
会
社
『
日
本
製
粉
社
史
―
―
近
代
製
粉
1
2
0
年
の
軌

跡
』
2
0
0
1
年
、
日
本
製
粉
。

＊
2 

仲
田
定
之
助
『
続
・
明
治
商
売
往
来
』
1
9
7
0
年
、
青
蛙
房
、
70
頁
。

＊
3 

小
林
カ
ツ
代
『
小
林
カ
ツ
代
の
「
お
い
し
い
大
阪
」』
2
0
0
8
年
、文
春
文
庫
、

25
頁
よ
り
閲
覧
）。

◉
食
都
・
大
阪
が
育
ん
で
き
た
、

都
市
と
胃
袋
の
物
語
。

第

回
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画
＝
竹
田
嘉
文 大
阪
の

胃
袋
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明
日
の
パ
ン

ゼ
ミ
の
四
年
生
が
「
パ
ン
」
で
卒
業
論
文
を
書
い
て
い
る
。

シ
ン
プ
ル
な
テ
ー
マ
な
が
ら
、
そ
れ
が
な
か
な
か
面
白
い
。

そ
も
そ
も
、
い
っ
た
い
い
つ
か
ら
私
た
ち
は
こ
ん
な
に
小
麦

粉
に
親
し
み
、
パ
ン
好
き
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
女
は
パ
ン
の
東
西
比
較
に
も
言
及
す
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
大
阪
の
「
お
か
ん
」
は
「
明
日
の
パ
ン
買
わ
な
」
と
い
つ

も
気
に
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
た
し

か
に
。
し
か
し
、
普
段
は
気
づ
か
な
い
よ
う
な
小
さ
な
日
常

の
思
考
、
行
動
の
癖
で
は
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
私
は
子
ど
も

の
頃
か
ら
朝
ご
は
ん
は
パ
ン
で
育
っ
た
。

パ
ン
に
は
格
別
の
思
い
出
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
ま
だ
小

学
校
低
学
年
の
頃
の
あ
る
日
曜
日
の
朝
の
出
来
事
だ
っ
た
。

姉
に
背
中
を
つ
つ
か
れ
て
起
き
て
み
る
と
、
姉
は
私
た
ち
妹

に
「
さ
ぁ
、
着
替
え
て
。
こ
れ
か
ら
パ
ン
を
買
い
に
行
く

よ
」
と
言
う
。
寝
ぼ
け
な
が
ら
の
ろ
の
ろ
と
着
替
え
て
外
に

出
る
と
、
い
つ
も
は
お
っ
と
り
と
し
て
い
る
姉
が
、
颯
爽
と

歩
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
寝
ぼ
け
ま
な
こ
の
妹
二
人
が
つ
い

て
行
っ
た
先
は
、
近
所
の
よ
ろ
ず
屋
だ
っ
た
。
ま
だ
、
コ
ン

ビ
ニ
と
い
う
も
の
が
近
所
に
な
か
っ
た
1
9
7
0
年
代
の
こ

と
で
あ
る
。「
好
き
な
パ
ン
、
選
ん
で
い
い
よ
」
と
姉
が
言

う
。「
お
姉
ち
ゃ
ん
、
お
金
持
っ
て
る
の
？
」
と
気
に
な
り

つ
つ
も
、
私
は
袋
に
入
っ
た
ア
ン
パ
ン
を
選
ん
だ
。「
お
父

さ
ん
、
こ
れ
が
好
き
だ
か
ら
ね
」
と
姉
は
ク
リ
ー
ム
が
挟
ま

れ
真
っ
赤
な
チ
ェ
リ
ー
が
の
っ
て
い
る
パ
ン
を
手
に
取
っ
た
。

代
金
を
店
の
お
ば
ち
ゃ
ん
に
手
渡
す
姉
の
姿
を
見
て
、
私
は

「
お
姉
ち
ゃ
ん
っ
て
、
ス
ゴ
イ
」
と
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
。

そ
れ
以
来
、
袋
入
り
ア
ン
パ
ン
が
私
の
好
物
と
な
り
、
姉
へ

の
尊
敬
は
揺
る
が
ぬ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
パ
ン
だ
っ
た
の
か
。
家
族
分
の
菓
子
パ

食
べ
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と

―
―
大
阪
湾
惣
菜
も
の
が
た
り

◉
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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い
よ
い
よ
は
じ
ま
る 

E
X
P
O 

2
0
2
5

――
ど
ん
な
現
代
世
界
を
映
し
だ
す
の
か

上／1970年の大阪万博会場。写真左の鋭く突き出た建物がソ連館、右
の平らな丸い建物がアメリカ館。写真奥にある5つの円柱の建物が日本
館。写真提供／大阪府　下／EXPO2025.大阪・関西万博会場のイメー
ジ図。写真提供／2025年日本国際博覧会協会

上／1937年のパリ万国
博覧会の様子。エッフェ
ル塔を背景に、ドイツ館
（左）とソビエト館（右）
が向かいあう。
©Séeberger.Frères/.
Centre.des.Monuments.
Nationaux
下／ドイツ館（左）には
「巨大な鷲」の像、ソビエ
ト館（右）には「労働者と
コルホーズの女性」像が。
©La.Photolith

世
界
の
国
が
一
堂
に
会
す
る
万
国
博
覧
会
に
は
、

世
界
情
勢
が
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
典
型

的
な
例
が
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
の
パ
リ
万
国

博
覧
会
で
あ
る
。

「
近
代
生
活
に
お
け
る
芸
術
と
技
術
」
を
テ
ー
マ

に
四
十
四
ヶ
国
が
参
加
し
、
一
八
五
日
間
の
会
期

中
、
三
一
〇
四
万
人
が
入
場
し
た
。
平
和
的
な
博

覧
会
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
前
年
に
ス
ペ
イ

ン
の
内
戦
が
は
じ
ま
り
、
第
二
共
和
政
政
府
に
よ

る
ス
ペ
イ
ン
館
に
は
、
ド
イ
ツ
軍
の
爆
撃
に
抗
議

し
た
ピ
カ
ソ
の
《
ゲ
ル
ニ
カ
》
が
出
展
さ
れ
た
。

さ
ら
に
会
場
の
写
真
を
見
る
と
、
明
治
二
十
二

（
一
八
八
九
）
年
の
第
四
回
パ
リ
万
博
の
と
き
に
建
設

さ
れ
た
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
そ
び
え
立
ち
、
手
前
に

は
二
つ
の
特
徴
的
な
パ
ビ
リ
オ
ン
が
向
か
い
あ
っ

て
い
る
。
国
章
に
あ
る
鎌
と
槌
を
か
か
げ
た
ソ
ビ

エ
ト
館
（
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
）
と
、
鷲
に
鉤
十
字
が
そ

び
え
る
ド
イ
ツ
館
で
あ
る
。
二
年
後
の
昭
和
十
四

（
一
九
三
九
）
年
、
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵

攻
が
は
じ
ま
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
て

い
く
。
そ
の
直
前
の
ざ
わ
つ
く
世
界
を
象
徴
す
る

の
が
、
こ
の
会
場
風
景
で
あ
る
。

E
X
P
O
　
日
本
万
国
博
覧
会
（
大
阪
万
博
）
で

は
ど
う
だ
っ
た
か
。
東
西
対
決
の
〝
冷
戦
〟
の
時

代
、
ア
メ
リ
カ
館
と
ソ
連
館
が
、
絶
妙
に
対
峙
す

る
形
で
会
場
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
館
は
、
巨
大
な
ド
ー
ム
建
築
に
、
宇

宙
船
の
「
ア
ポ
ロ
8
号
」
の
司
令
船
や
、「
月
の

石
」
が
展
示
さ
れ
た
。
宇
宙
工
学
が
生
み
出
し
た

空
気
膜
構
造
に
よ
る
ド
ー
ム
で
、
こ
の
技
術
は
後

の
東
京
ド
ー
ム
な
ど
の
建
設
に
展
開
し
て
い
く
。

一
方
、
ソ
連
館
は
、
地
上
三
階
、
地
下
三
階
の
巨

大
な
建
築
で
、
天
井
ま
で
八
十
メ
ー
ト
ル
あ
る
吹

き
抜
け
に
は
、
同
国
が
開
発
し
た
宇
宙
船
「
ソ

ユ
ー
ズ
」
の
実
物
が
展
示
さ
れ
た
。

水
平
の
ド
ー
ム
と
垂
直
に
そ
び
え
る
建
築
。
二

つ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
は
対
照
的
な
外
観
を
示
し
て
、

自
国
の
国
力
や
文
化
を
誇
り
、
宇
宙
開
発
の
技
術

を
競
っ
た
。
会
場
の
航
空
写
真
を
見
る
と
、
に
ら

み
あ
う
よ
う
な
こ
の
二
館
を
核
に
、
他
の
国
々
の

パ
ビ
リ
オ
ン
も
絶
妙
な
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
。

日
本
館
は
距
離
を
あ
け
、
太
陽
の
塔
や
お
祭
り
広

場
を
は
さ
ん
で
、
東
側
に
位
置
し
て
い
た
。

会
場
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
イ
メ
ー
ジ
は
時
代
の

記
憶
を
呼
び
さ
ま
す
。
い
よ
い
よ
二
〇
二
五
年
の

大
阪
・
関
西
万
博
が
は
じ
ま
る
。
そ
こ
に
は
、
ど

ん
な
現
代
世
界
の
縮
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
と
て
も
興
味
深
い
。

ʼ70

ＣＥＬからのメッセージ

企業が文化芸術とともにできること

大 阪ガスは地域共創活動の一環として、広く文化・芸術活動に
関わってきた。1933年竣工のガスビル（南館）には、600人収

容の講演場が設けられ、「文化の殿堂」として親しまれていた。また
1986年には、創業80周年を機に、長期的視点と広い視野で魅力あ
る地域社会の姿、人々の暮らしを研究するエネルギー・文化研究
所（通称CEL）を設立し、翌年には情報誌『CEL』も生まれている。

CEL 設立前年の1985年には、大阪市北区にあった支社跡を活
用し、小劇場、映画館、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「扇町ミュージアムスクエア（OMS）」を運営し
てきた。1994年には同施設の10周年記念事業として「OMS 戯曲
賞」をスタート。関西を拠点に活動する若手・中堅劇作家の才能
を見出す事業として現在まで継続している。

一方で2000年頃を境に、企業の社会貢献活動の方向性は大き
く変化している。企業メセナ協議会は 2001年に「パトロンからパー
トナーへ」と題した提言を発表。それまでの支援する側とされる側
という一方的な関係から、双方が持てる資源を提供し合い、新た
な取り組みを始める「双方向的な関係の構築」というビジョンを示
している。私たちもこの流れを受け、社会貢献活動において、企
業とアーティストがともに手を携え、社会的課題に取り組むという
方向性を強く意識するようになった。

そこで2011年には、OMS戯曲賞の最終選考に残った劇作家が、
関西に実在した人物、実際に起こった出来事を取材して作品化す
るラジオドラマ・朗読劇シリーズ「イストワール」をスタート。栗本
研究員が1994年から継続してきた「語りべシアター」同様に、地域
の文化や歴史を掘り起こし、作品化して紹介する地域共創活動の
新たな提案として、これまでに10 作品余りを公開してきた。

2022年からは、「しゃべる、きく、あそぶ演劇ワークショップ」
と題して、児童養護施設の子どもたちを対象に、子どもたちの表
現力や感受性を育み、信頼感、安心感を高めることに主眼を置い
たプログラムを展開している。

今号の特集「文化芸術にできること」は、私たちにとっても“ 社
会のための芸術 ”を志向する取り組みの現状と可能性、課題につ
いて改めて知る好機となった。ここから「企業が文化芸術とともに
できること」をさらに深く見据え、新たな取り組みにつなげていき
たいと考えている。

大阪ガスネットワーク㈱エネルギー・文化研究所
所長代理 山納 洋 Yamanoh Hiroshi 
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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、
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