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は
じ
め（
る
た
め
）に

い
か
に
し
て
共
に
生
き
る
か
、あ
る
い
は
、

い
か
に
し
て
共
に
い
る
こ
と
は
で
き
る
の
か

「
共
に
生
き
る
」た
め
の
創
造
的
実
践

—
—

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ア
ー
ティ
ス
ト
と
の
協
働
か
ら

聞
く
、語
る
、と
も
に
い
る

一
緒
に
居
な
く
と
も
。真
ん
中
が
心
許
な
く
と
も
。

ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
ア
ー
カ
イ
ブ
︰
人
類
学
と
芸
術
に
お
け
る

人
間
以
上
の
薬
効

—
—

治
療
の
共
生
と
分
有
を
め
ぐ
っ
て

共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス

—
—

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト・ケ
ア
の
視
点
か
ら

「
共
有
」と「
分
有
」

小
さ
な
風
景
と
コ
モ
ニ
ン
グ

ト
ポ
ス
と
し
て
の
崇
仁

ク
ロ
ー
ジ
ン
グ・ミ
ー
ティ
ン
グ

参
考
文
献
リ
ス
ト

ひ
と
り
の
人
間
の
ラ
イ
フ
ス
パン
を
超
え
て
？

テ
ー
マ 

１ 

︰ 

環
境

「
聞
く
こ
と
」——

地
域
の
再
開
発
の
な
か
で

テ
ー
マ 

２ 

︰ 

ケ
ア

「
物
語
る
こ
と
」——

地
域
文
化
の
再
発
明

テ
ー
マ 

３ 

︰ 

公
共
空
間

「
状
況
の
再
構
築
」——

何
が
共
有
さ
れ
、何
が
失
わ
れ
て
い
く
の
か

芸
術
と
社
会
の
交
差
領
域
に
お
け
る
メ
ディ
エ
ー
タ
ー
育
成
事
業

「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」活
動
記
録

田
中
功
起

居
原
田
遙

瀬
尾
夏
美

ア
サ
ダ
ワ
タ
ル

佐
藤
知
久

モ
ハ
ー
チ・ゲ
ル
ゲ
イ

岡
野
八
代

榊
原
充
大

乾
久
美
子

藤
田
瑞
穂

田
中
功
起

藤
田
瑞
穂
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は
じ
め（
る
た
め
）に

引
き
裂
か
れ
、
混
乱
し
て
い
る
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
。
で
も
お
そ
ら
く
学
び
は
あ
る
（
は
ず
）。

家
族
の
生
活
に
密
接
に
関
わ
る
地
域
に
大
学
教
員
と
し
て
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

文
化
庁
「
大
学
に
お
け
る
文
化
芸
術
推
進
事
業
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」
は
京
都
市
立
芸
術
大

学
が
移
転
し
て
き
た
崇
仁
地
域
と
隣
接
す
る
東
九
条
地
域
と
大
学
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
人
材
を
育
成
で
き
る
の
か
を
模
索
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
三
年

計
画
の
最
後
を
ぼ
く
が
引
き
継
ぎ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
。
し
か
し
新
任
教
員
と
し
て
は
荷
が
重
い
と
感
じ
、

相
談
す
る
中
で
、
@
K
C
U
A
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
あ
る
藤
田
瑞
穂
さ
ん
、
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
の
佐
藤
知
久
さ
ん
、

美
術
学
部
長
の
森
野
彰
人
さ
ん
と
協
働
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

娘
が
通
っ
て
い
る
保
育
園
が
あ
る
東
九
条
地
域
は
在
日
コ
リ
ア
ン
の
多
く
住
む
ま
ち
で
あ
る
。
日
本
国
内
で
の
朝
鮮
半
島

出
身
者
に
対
す
る
差
別
は
い
ま
も
な
お
色
濃
く
、
こ
の
地
域
も
例
外
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
鴨
川
の
氾
濫
も
頻
繁
に
あ
り
、

差
別
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
災
害
の
歴
史
も
あ
る
場
所
だ
。
一
方
で
、
年
に
一
度
の
お
祭
り
「
東
九
条
マ
ダ
ン
」
に
代
表
さ

れ
る
地
域
独
自
の
文
化
も
豊
か
だ
。
京
都
駅
に
ほ
ど
近
い
こ
の
場
所
は
現
在
、
再
開
発
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
る
。
大
学
の
移

転
だ
け
で
な
く
、「
チ
ー
ム
ラ
ボ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
京
都
（
仮
）」
の
工
事
が
進
み
、
高
瀬
川
も
き
れ
い
に
な
り
、
須
原
通
も

整
備
さ
れ
、
新
し
い
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ホ
テ
ル
が
建
ち
、
風
景
が
日
々
変
わ
っ
て
い
く
。

ぼ
く
は
そ
の
中
で
ア
ー
ティ
ス
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
保
育
園
に
娘
を
通
わ
せ
る
保
護
者
と
し
て
存
在
し
、
普
段
と
は
違

う
自
分
の
あ
り
方
を
少
し
ず
つ
受
け
入
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ティ
と
の
自
然
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
、
ア
ー
ティ
ス
ト

と
し
て
地
域
に
介
入
す
る
の
で
は
な
い
、ま
っ
た
く
別
の
関
わ
り
に
多
く
の
学
び
を
え
て
い
た
。
娘
と
共
に
地
域
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ー

ン
・
パ
ー
ティ
に
参
加
し
、
餅
つ
き
を
し
、
公
園
で
遊
ぶ
。
保
育
園
児
に
は
「
〇
〇
ち
ゃ
ん
の
パパ
」
と
呼
ば
れ
、
親
た
ち
と

交
流
し
、
地
域
に
い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
会
話
を
す
る
。
そ
こ
に
は
生
活
が
あ
り
、
日
々
の
大
変
さ
が
あ
り
、
学
び
と
忘
却

が
あ
る
。

し
か
し
、い
ま（
も
）、ぼ
く
は
混
乱
し
て
い
る
。
保
護
者
で
あ
る
自
分
と
、大
学
教
員
で
あ
る
自
分
と
の
間
で
引
き
裂
か
れ
、

困
り
は
て
て
い
る
。
生
活
者
と
し
て
の
自
分
と
ア
ー
ティ
ス
ト
と
し
て
の
自
分
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

共
生
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
他
者
と
の
共
生
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
だ
ろ
う
。
で
も
こ
こ
に
は
、
自
分
自
身
の
二
つ
の
立
場
へ

の
引
き
裂
か
れ
と
、
そ
の
共
生
が
あ
る
。
ぼ
く
は
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
こ
の
大
学
は
こ
の

場
所
で
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
大
学
の
中
の
ひ
と
た
ち
は
、
こ
の
状
況
の
中
で
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

気
づ
き
は
無
数
に
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
か
ら
目
を
そ
ら
さ
な
い
こ
と
。
ま
ず
そ
こ
か
ら
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。

田
中
功
起 
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い
か
に
し
て
共
に
生
き
る
か
、

あ
る
い
は
、
い
か
に
し
て

共
に
い
る
こ
と
は
で
き
る
の
か

ア
ー
ティ
ス
ト
／
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
構
想
設
計
専
攻
准
教
授
／

「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー・コ
ン
セ
プ
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

田
中
功
起 



0809 いかにして共に生きるか、あるいは、いかにして共にいることはできるのか

ト
か
ら
の
応
答
と
し
て
、
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
ク
ラ
ウ
ス
・
ブ
ス
マ
ン
に
よ
る
近
代
彫
刻
史
を
た

ど
る
美
術
館
で
の
企
画
展
が
行
わ
れ
、
公
園
に
設
置
さ
れ
た
近
代
彫
刻
と
当
時
の
若
手
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
を
集
め
た
現
代
彫
刻
部
門
を
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
カ
ス
パ
ー
・
ケ
ー
ニ
ヒ
が
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

す
る
こ
と
に
な
る
＊
２
。
ケ
ー
ニ
ヒ
は
そ
の
後
、
一
〇
年
に
一
度
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の

彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
二
〇
一
七
年
ま
で
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
。

と
こ
ろ
で
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
一
六
世
紀
の
ル
タ
ー
派
に
よ
る
宗
教
改
革
の
こ
ろ
の
事
件
で

有
名
で
あ
る
。
急
進
的
な
再
洗
礼
派
が
統
治
す
る
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
異
端
と

さ
れ
、
帝
国
軍
が
包
囲
す
る
中
、
指
導
者
た
ち
は
処
刑
さ
れ
る
。
遺
体
は
見
せ
し
め
の
た
め
に

聖
ラ
ン
ベ
ル
テ
ィ
教
会
の
塔
に
晒
さ
れ
た
。今
で
も
、三
つ
の
鉄
の
檻
が
塔
に
掲
げ
て
あ
る
。ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
都
市
特
有
の
石
畳
と
、
散
歩
に
ち
ょ
う
ど
い
い
中
世
の
古
い
街
並
み
（
実
際
は
第
二

次
世
界
大
戦
中
の
空
爆
で
街
は
破
壊
さ
れ
て
い
て
こ
の
街
並
み
は
戦
後
に
再
現
さ
れ
た
も
の
）

の
中
に
、
檻
は
唐
突
に
現
れ
、
不
穏
な
空
気
を
た
た
え
て
い
る
。

二
〇
〇
七
年
当
時
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
を
訪
れ
た
ぼ
く
は
、
こ
の
三
つ
の
檻
が
何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

作
品
た
ち
は
歩
い
て
回
る
に
は
無
理
な
範
囲
に
散
在
し
、
観
客
は
レ
ン
タ
ル
自
転
車
で
展
覧

会
を
見
て
回
る
こ
と
に
な
る
。
屋
外
設
置
も
多
い
か
ら
入
場
は
無
料
。
会
場
マ
ッ
プ
の
外
れ
の

共
に
生
き
る
な
ん
て
無
理
、
っ
て
と
こ
ろ
に
立
つ
こ
と
か
ら
す
べ
て
は
始
ま
る
。

遠
回
り
を
し
て
過
去
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
〇
〇
七
年
、
ぼ
く
は
ひ
と
り
の
観
客
と
し
て
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
見
て

い
た
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
を
始
め
て
七
年
目
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
の
大

き
な
国
際
展
を
見
る
機
会
と
な
っ
た
。

ア
ー
ト
に
お
け
る
「
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
」
と
呼
ば
れ
た
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

と
ド
ク
メ
ン
タ
と
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
以
下
、「
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
表
記
）

が
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
二
〇
〇
七
年
、
ぼ
く
は
ド
ク
メ
ン
タ
と
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
見
る
こ

と
が
で
き
た
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
行
け
な
か
っ
た
の
は
金
銭
的
余
裕
が
な
か
っ

た
か
ら
。
そ
れ
で
も
ア
ー
ト
の
世
界
の
広
さ
や
深
さ
を
確
認
す
る
に
は
十
分
な
旅
だ
っ
た
と
思

う
。ヴ

ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
が
万
国
博
覧
会
の
よ
う
な
見
世
物
市
を
ベ
ー
ス
に
始
ま
っ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
ド
ク
メ
ン
タ
は
ナ
チ
ス
に
よ
る
「
退
廃
芸
術
」
政
策
へ
の
戦
後
の
反
省
と
し

て
始
ま
っ
た
（
近
年
、も
う
す
こ
し
複
雑
な
背
景
も
議
論
に
上
が
っ
て
い
る
け
ど
、そ
れ
は
割
愛
）。

そ
し
て
、
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
公
共
彫
刻
を
め
ぐ
る
論
争
が
発
端
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
市
に
設
置
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
リ
ッ
キ
ー
に
よ
る
公
共
彫
刻

を
め
ぐ
る
市
民
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
が
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
始
ま
り
だ
＊
１
。
論
争
へ
の
ア
ー

＊
１　

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ア
ー
カ

イ
ブ
・
サ
イ
ト
。
一
九
七
七
年
の
と
こ
ろ
を
見

る
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
経
緯
が
読
め
る
。

https://w
w

w
.skulptur-projekte-archiv.de/

en-us/

（
最
終
閲
覧
日
︰
二
〇
二
四
年
一
二
月

三
一
日
）

＊
２　

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
マ
ー
ク
ル
に
よ
る
カ
ス
パ
ー
・

ケ
ー
ニ
ヒ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
残
る
も
の
さ

え
真
理
な
り
」

https://w
w

w
.art-it.asia/u/adm

in_ed_
feature/yclxxy9siej7m

tg4jfnr/

（
最
終
閲
覧

日
︰
二
〇
二
四
年
一
二
月
三
一
日
）



1011 いかにして共に生きるか、あるいは、いかにして共にいることはできるのか

や
作
品
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
丁
寧
に
作
ら
れ
た
、充
実
し
た
作
品
た
ち
か
ら
、参
加
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
た
く
さ
ん
の
制
作
時
間
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
も
見
え
て
く

る
。
マ
ッ
プ
を
頼
り
に
作
品
を
見
つ
け
る
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
的
な
楽
し
さ
も
あ
る
。

そ
の
一
〇
年
後
、
二
〇
一
七
年
、
ぼ
く
は
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
参

加
し
た
。

二
〇
一
五
年
前
後
の
時
期
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
難
民
危
機
と
呼
ば
れ
、
中
東
か
ら
の
難
民
、
と
く

に
政
情
不
安
を
抱
え
た
シ
リ
ア
難
民
が
バ
ル
カ
ン
・
ル
ー
ト
を
通
っ
て
ド
イ
ツ
に
押
し
寄
せ
て

い
た
。
地
中
海
を
ボ
ー
ト
で
渡
り
、
ギ
リ
シ
ア
（
最
も
近
い
の
は
レ
ス
ボ
ス
島
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
難
民
キ
ャ
ン
プ
も
作
ら
れ
て
い
た
）
を
目
指
す
道
程
。
海
を
た
く
さ
ん
の
難
民
を
乗
せ
た

ボ
ー
ト
で
渡
る
こ
と
に
は
リ
ス
ク
が
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
海
難
事
故
で
亡
く
な
り
、
当
時
は

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
持
ち
き
り
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
多
く
の
難
民
を
受
け
入
れ
る
政
策
を
し
て
い

た
が
、
受
け
入
れ
か
拒
否
か
で
議
論
が
巻
き
起
こ
り
、
誰
か
と
共
に
生
き
る
と
い
う
問
い
か
け

は
困
難
を
伴
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
た
。

ぼ
く
が
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
行
っ
た
の
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
る
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
で
の
講
義
メ
モ
『
い
か
に
し
て
と
も
に
生
き
る
か
（H

ow To Live Together

）』
に

方
に
あ
る
、
パ
ヴ
ェ
ウ
・
ア
ル
ト
ハ
メ
ル
の
作
品
が
気
に
な
っ
た
。
そ
の
少
し
前
に
彼
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
見
に
行
こ
う
と
湖
畔
の
道
を
自
転
車
で
走

る
と
、
途
中
に
イ
リ
ヤ
・
カ
バ
コ
フ
や
ド
ナ
ル
ド
・
ジ
ャ
ッ
ド
な
ど
の
、
過
去
の
彫
刻
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
作
品
た
ち
に
出
会
う
。
そ
れ
ら
は
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
。
一
〇
年
に
一
度
こ
の

街
を
巡
る
こ
と
は
、
展
覧
会
の
過
去
に
再
会
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
一
九
七
七
年
に
計
画
さ
れ
、

二
〇
〇
七
年
に
や
っ
と
実
現
し
た
ブ
ル
ー
ス
・
ナ
ウ
マ
ン
の
逆
三
角
錐
の
野
外
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
寄
り
道
し
、
最
果
て
に
あ
る
ア
ル
ト
ハ
メ
ル
を
探
す
。
彼
の
作
品
は
受
刑
者
た
ち
と

原
っ
ぱ
に
あ
ぜ
道
を
作
る
と
い
う
も
の
。
参
加
し
た
受
刑
者
た
ち
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て

踏
み
し
め
ら
れ
た
道
が
あ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
二
〇
一
七

年
に
も
う
一
度
探
し
て
み
た
が
、
結
局
、
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

ド
ク
メ
ン
タ
と
比
べ
た
と
き
、
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
と
て
も
開
放
的
だ
っ
た
。

ド
ク
メ
ン
タ
は
参
加
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
数
も
作
品
数
も
多
く
、
作
品
が
扱
っ
て
い
る
社
会
問

題
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
背
景
を
知
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。
カ
タ
ロ
グ
や
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
を
じ
っ
く
り
と
読
み
な
が
ら
見
て
回
る
タ
イ
プ
の
展
覧
会
も
嫌
い
じ
ゃ
な
い
。
で
も
、

数
が
多
い
と
疲
れ
て
く
る
。
当
時
の
ぼ
く
の
英
語
力
も
心
許
な
か
っ
た
。
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
数
が
少
な
く
、
自
転
車
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
見
て
回
る
か
ら
気
持
ち
い
い

し
、
距
離
を
移
動
す
る
こ
と
で
気
持
ち
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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難
民
危
機
に
つ
い
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
（
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
）
な
ど
、
出
演
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の

生
活
を
送
り
な
が
ら
、
市
街
地
に
あ
る
七
〇
年
代
に
建
て
ら
れ
た
複
合
施
設
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
参
加
し
て
も
ら
っ
た
。
複
合
施
設
の
地
下
駐
車
場
、
そ
の
最
深
部
は
核
シ
ェ
ル
タ
ー
と
し
て

も
利
用
可
能
な
空
間
と
し
て
設
計
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
冷
戦
期
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
地
下

駐
車
場
で
は
、
車
の
な
か
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
（
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
）、

出
演
者
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
史
も
語
ら
れ
た
。そ
し
て
最
終
日
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。そ
こ
で
は
、

他
者
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
あ
る
い
は
人
の
尊
厳
に
つ
い
て
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

が
自
由
に
議
論
さ
れ
た
。

彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
そ
れ
ら
の
記
録
映
像
が
複
数
の
モ
ニ
タ
ー
と
ス
ク
リ
ー
ン
を
介

し
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
残
置
物
と
共
に
、
展
示
さ
れ
た
。

公
共
性
が
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
始
ま
り
に
位
置
す
る
。

そ
れ
は
展
覧
会
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。
通
常
の
展
覧
会
の
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
は
、
関
係
者
や
V
I
P
向
け
に
一
般
向
け
の
展
覧
会
オ
ー
プ
ン
と
は
別
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

招
待
状
が
な
い
と
入
れ
な
い
。
と
て
も
閉
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
市
民
に
開

か
れ
て
い
た
。
地
元
の
若
者
た
ち
が
レ
イ
ブ
・
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
に
ス
ク
ウ
ォ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し

て
い
る
郊
外
の
工
場
で
行
わ
れ
（
市
が
閉
鎖
し
よ
う
と
し
て
い
た
場
所
を
あ
え
て
選
ん
で
い
る
）、

イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
（
正
式
な
タ
イ
ト
ル
は
《Provisional Studies: 

W
orkshop #7 H

ow To Live Together, And Sharing The U
nknown

》。
訳
す
な
ら
ば「
一

時
的
な
ス
タ
デ
ィ
︰
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
７　
未
知
な
も
の
を
共
有
し
、
い
か
に
し
て
と
も
に
生

き
る
か
」
と
な
る
）。

バ
ル
ト
は
「
イ
デ
ィ
オ
リ
ト
ミ
ー
（
固
有
の
リ
ズ
ム
）」
と
い
う
言
葉
を
紹
介
し
、
ギ
リ
シ
ア

の
ア
ト
ス
山
で
の
特
殊
な
修
道
院
の
あ
り
方
に
共
生
の
可
能
性
を
見
て
い
る
。
そ
こ
で
は
修
道

院
と
い
う
空
間
を
共
有
す
る
修
道
士
た
ち
が
、
典
礼
や
食
事
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
生
活
す
る
。
こ
の
生
活
形
態
を
「
イ
デ
ィ
オ
リ
ト
ミ
ー
」
と
呼
ぶ
＊
３
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
背
景
を
持
っ
た
近
隣
住
民
八
名
に
九
日
間
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て
も
ら
っ
た
。

ト
ル
コ
系
や
モ
ロ
ッ
コ
系
な
ど
移
民
の
家
族
を
持
つ
ド
イ
ツ
の
若
者
た
ち
（
イ
サ
と
タ
ス
ニ

ム
）、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
（
ジ
ョ
ア
ン
）、
パ
レ
ス
チ
ナ
（
リ
ナ
）
や
フ
ラ
ン
ス
の
女
性

た
ち
（
リ
ナ
と
ア
ナ
）、
そ
し
て
年
齢
差
の
あ
る
ド
イ
ツ
人
た
ち
（
ス
テ
フ
ァ
ン
、
ア
ネ
ッ
ト
、

ロ
ル
フ
）。
実
際
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
は
数
名
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
の
協
働
で
プ
ロ

グ
ラ
ム
し
た
。
固
有
の
リ
ズ
ム
と
不
和
を
生
み
出
す
演
劇
的
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
カ
イ
）、
戦

時
下
の
レ
シ
ピ
を
元
に
料
理
と
食
事
を
共
に
す
る
こ
と
、
シ
リ
ア
難
民
で
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の

研
究
者
ア
フ
マ
ド
と
の
対
話
、撮
影
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
光
と
諒
太
）、体
育
館
で
の
寝
泊
ま
り
、

＊
３

講
義
メ
モ
の
中
で
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
リ
エ
ー

ル
に
よ
る
『
ギ
リ
シ
ア
の
夏
』
に
こ
の
修
道
院

に
つ
い
て
書
か
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
れ
が
参

照
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（
二
〇
〇
六
）『
ロ
ラ
ン
・
バ

ル
ト
講
義
集
成 

１ 

い
か
に
し
て
と
も
に
生
き

る
か—

—

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義

１
９
７
６—

１
９
７
７
年
度
』
野
崎
歓
訳
、
東

京
︰
筑
摩
書
房
。

星
野
太（
二
〇
二
三
）『
食
客
論
』東
京
︰
講
談
社
。
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な
る
。
そ
れ
は
、ば
ら
ば
ら
で
も
共
に
い
る
可
能
性
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
は
、

ば
ら
ば
ら
の
ま
ま
、し
か
し
空
間
だ
け
は
共
有
で
き
る（
し
て
い
る
）。
共
に
生
き
る
な
ん
て
無
理
、

と
い
う
、
共
生
の
不
可
能
性
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
。
ひ
と
ま
ず
場
所

だ
け
は
確
保
し
、
共
に
い
る
こ
と
の
意
味
を
探
る
こ
と
は
で
き
る
。

ぼ
く
は
、
公
共
的
な
議
論
が
始
ま
り
に
あ
っ
た
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
、
難
民
危
機
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
、
共
生
の
不
可
能
性
に
転
げ
落
ち
そ
う
な
世
界
の
中
で
、
も
う
一
度
、
ば
ら
ば
ら
で
あ
り

な
が
ら
も
共
に
い
る
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
時
間
が

経
つ
け
ど
、
な
お
い
っ
そ
う
そ
の
思
い
は
強
く
な
る
。

共
生
は
困
難
だ
と
し
て
も
、
は
た
し
て
、
共
に
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か

で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
う
だ
ろ
う
。

（
二
〇
二
四
年
一
二
月
三
一
日
）

D
J
の
ラ
イ
ブ
・
イ
ベ
ン
ト
が
無
料
で
開
催
さ
れ
、
フ
ー
ド
・
ト
ラ
ッ
ク
が
所
狭
し
と
並
び
、

ま
さ
に
老
若
男
女
が
多
数
参
加
す
る
、
誰
が
主
役
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
さ
え
も
分
か
ら
な

い
く
ら
い
カ
オ
ス
な
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
だ
っ
た
。
タ
ク
シ
ー
か
ら
は
、
子
ど
も
た
ち
が
自
転
車
で

楽
し
そ
う
に
会
場
に
向
か
う
姿
が
た
く
さ
ん
見
え
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
、ば
ら
ば
ら
な
人
び
と
、

で
も
そ
の
場
で
共
に
過
ご
し
て
い
る
。

ぼ
く
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
出
演
者
同
士
が
共
に
生
き
る
意
味
を
探
す
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
出
演
者
の
固
有
性
／
特
異
性
を
記
録
映
像
を
通
し
て
見
る
観
客
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
特

異
な
意
見
と
対
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
目
的
と
し
て
い
た
と
思
う
。
共
に
生
き
る
姿

が
描
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
共
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
だ
け
が
観
客
に

は
示
さ
れ
る
。

共
に
生
き
る
こ
と
は
難
し
い
。

家
族
を
考
え
れ
ば
誰
し
も
共
感
す
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
親
と
意
見
が
合
う
だ
ろ
う
か
。
子

ど
も
と
の
会
話
は
ど
う
だ
ろ
う
。
パ
ー
ト
ナ
ー
と
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
身
近
な
他
者
で
あ
る
家

族
で
さ
え
、
そ
の
意
見
は
自
分
と
全
く
違
う
。
共
に
生
き
る
の
は
や
は
り
難
し
い
。
で
も
、
例

え
ば
、
共
に
い
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
問
い
を
軽
く
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

バ
ル
ト
が
考
察
し
た
イ
デ
ィ
オ
リ
ト
ミ
ッ
ク
な
共
同
体
は
こ
の
と
き
、
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
に

田
中
功
起　
【
た
な
か
・
こ
お
き
】

一
九
七
五
年
栃
木
県
生
ま
れ
。ア
ー
テ
ィ
ス
ト
／
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
構
想
設
計
専
攻
准
教
授
。映
像
や
執
筆
な
ど
に
よ
っ
て「
共
に
生
き
る
と
は
何
か
」

を
テ
ー
マ
に
、
人
々
の
協
働
や
共
同
体
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
芸
術
実
践
を
行
う
。
近
年
は
、
育
児
と
ケ
ア
の
視
点
か
ら
ア
ー
ト
を
捉
え
直
す
制
作
、
執
筆
活
動

を
続
け
て
い
る
。
主
な
展
覧
会
に
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
（
二
〇
一
九
年
）、ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
二
〇
一
七
年
）、ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー

レ
（
二
〇
一
七
年
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
二
〇
一
五
年
に
ド
イ
ツ
銀
行
に
よ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
イ
ヤ
ー
、
二
〇
一
三
年
に
参
加
し
た
ヴ
ェ

ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
は
日
本
館
が
特
別
表
彰
を
受
け
る
。
主
な
著
作
、
作
品
集
に
『
リ
フ
レ
ク
テ
ィ
ブ
・
ノ
ー
ト
（
選
集
）』（
ア
ー
ト
ソ
ン
ジ
ェ
、
美
術

出
版
社
、二
〇
二
〇
／
二
一
年
）、『V

ulnerable H
istories (A

n A
rchive)

』（JR
P

｜R
ingier, 2018

）、『P
recarious P

ractice

』（H
atje C

antz, 2015)

、『
必

然
的
に
ば
ら
ば
ら
な
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
』（
武
蔵
野
美
術
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。
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「
共
に
生
き
る
」
た
め
の
創
造
的
実
践

—
—

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
協
働
か
ら

イ
ン
ディペン
デ
ン
ト・キ
ュ
レ
ー
タ
ー
／

東
京
藝
術
大
学
大
学
院
国
際
芸
術
創
造
研
究
科
ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
専
攻
博
士
後
期
課
程
／

京
都
市
立
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師

居
原
田
遥



1819 「共に生きる」ための創造的実践 —— ミャンマーのアーティストとの協働から

う
出
来
事
を
指
す
。
ク
ー
デ
タ
ー
勃
発
直
後
、
市
民
の
多
く
が
軍
に
対
し
て
抵
抗
を
示
す
た
め
の
行
動
を
と
っ
た
。

ヤ
ン
ゴ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
部
で
は
大
規
模
な
集
会
や
デ
モ
な
ど
の
非
暴
力
に
よ
る
直
接
行
動
が
大
き
く
展

開
し
て
い
く
。し
か
し
、そ
う
し
た
運
動
は
暴
力
的
に
制
圧
さ
れ
、統
制
と
抵
抗
は
拡
大
し
、武
力
衝
突
が
頻
発
す
る
。

同
時
に
急
速
な
イ
ン
フ
レ
や
流
通
の
停
滞
、
物
資
不
足
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
連
鎖
的
に
続
き
、
市
民
社
会
は
混

乱
し
、国
際
社
会
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
「
紛
争
」
状
況
と
し
て
位
置
付
け
て
い
く
。
結
果
、二
〇
二
五
年
一
月
段
階
で
、 

六
、〇
〇
〇
名
以
上
の
死
者
と
二
、八
〇
〇
人
以
上
の
逮
捕
者
を
出
す
ま
で
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
。「
自
由
に
生
き
る
」

こ
と
が
危
険
を
伴
う
暴
力
的
状
況
に
置
か
れ
た
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
な
か
た
ち
で
故
郷
を
離
れ
、
隣
国
や
国
境
沿

地
域
に
亡
命
す
る
者
も
後
を
た
た
な
い
。
い
ま
や
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
め
ぐ
る
困
難
の
当
事
者
は
、

国
内
で
生
活
す
る
市
民
だ
け
で
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社

会
に
生
き
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
た
ち
、
そ
し
て
こ
う
し
た

事
態
の
放
置
や
助
長
に
間
接
的
に
加
担
す
る
国
際
社
会

そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
も
例
外

で
は
な
い
。

三
本
指
敬
礼
は
ク
ー
デ
タ
ー
以
降
の
軍
に
対
し
抵
抗
と

民
主
化
の
意
思
を
示
す
ハ
ン
ド
サ
イ
ン
で
あ
る
。
デ
モ

や
集
会
の
場
で
は
行
動
的
な
意
思
表
示
と
し
て
示
さ
れ

近
年
、「
共
生
」
あ
る
い
は
「
多
文
化
共
生
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
頻
繁
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

世
界
で
は
そ
の
必
要
性
を
迫
る
よ
う
な
出
来
事
が
た
く
さ
ん
起
き
て
い
る
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
や
イ
ス
ラ

エ
ル
軍
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
市
民
へ
の
虐
殺
行
為
、
日
本
国
内
の
度
重
な
る
自
然
災
害
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
メ
デ
ィ
ア
報
道

で
目
の
当
た
り
に
す
る
世
界
の
危
機
を
伝
え
る
情
報
は
、
遠
く
離
れ
た
他
者
の
苦
悩
と
、
誰
も
が
安
全
に
暮
ら
せ
る

世
界
を
目
指
す
た
め
に
「
共
に
生
き
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
突
き
つ
け
る
。
し
か
し
、
日
常
す
ら
不
安
定
で
あ
る
社

会
生
活
の
な
か
で
そ
う
し
た
事
態
の
深
刻
さ
と
大
き
さ
を
前
に
し
た
と
き
、「
共
生
」
を
目
指
す
こ
と
の
困
難
を
感

じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

筆
者
が
「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」
の
レ
ク
チ
ャ
ー
で
扱
っ
た
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
起
き
た
軍

事
ク
ー
デ
タ
ー
を
め
ぐ
る
一
連
の
暴
力
が
ア
ー
ト
に
及
ぼ
す
影
響
と
、
そ
う
し
た
困
難
下
で
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち

の
取
り
組
み
で
あ
る
。
ク
ー
デ
タ
ー
勃
発
か
ら
三
年
ほ
ど
過
ぎ
た
二
〇
二
五
年
の
現
在
に
至
っ
て
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
社

会
の
平
穏
は
程
遠
く
、
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
暴
力
と
危
険
に
晒
さ
れ
な
が
ら
、
生
き
て
い
る
。

暴
力
の
連
鎖—

—

二
〇
二
一
年
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
そ
の
後
の
社
会

東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
あ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
た
の
は
二
〇
二
一
年
二
月
だ
。
こ
の
「
ク
ー

デ
タ
ー
」
と
は
、
選
挙
結
果
を
不
当
と
主
張
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
軍
が
起
こ
し
た
も
の
で
、
端
的
に
示
す
と
、
当

時
の
民
主
化
傾
向
に
あ
っ
た
政
権
幹
部
と
指
導
者
ら
を
拘
束
し
、
実
質
的
に
国
家
の
統
制
権
力
を
掌
握
し
た
と
い

三本指敬礼
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た
ど
っ
た
紙
製
の
マ
ス
ク
（
仮
面
）
を
、
そ
の
手
で
作
り
続
け
て
い
た
。
カ
ミ
ズ
が
創
作
の
対
象
と
し
た
犠
牲
者
た

ち
の
顔
と
は
、
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
不
特
定
多
数
か
ら
発
信
さ
れ
た
膨
大
な
情
報
群
か
ら
収
集
し
た
写
真
や
画
像

を
元
に
し
た
も
の
だ
。
こ
の
「
一
〇
〇
人
の
死
」
か
ら
な
る
マ
ス
ク
と
い
う
造
形
物
は
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
型

の
芸
術
作
品
と
し
て
、
日
本
や
バ
ン
コ
ク
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
発
表
さ
れ
た
。
筆
者
も
そ
の
発
表
に
際
し
て
、
カ
ミ

ズ
の
活
動
に
協
働
し
た
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
関
わ
る
死
や
暴
力
を
扱
う
表
現
行
為
は
政
治
的
活

動
と
み
な
さ
れ
、
軍
に
逮
捕
や
拘
束
さ
れ
る
理
由
と
さ
れ
る
危
険
を
伴
う
た
め
に
、
彼
女
は
仮
名
を
用
い
て
活
動
を

続
け
て
い
る
。

芸
術
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
た
こ
の
営
み
は
、
人
々
の
「
死
」
を
め
ぐ
る
生
々
し
い
実
態
を
伝
え
る
。
作
品
と
し

て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
起
き
た
暴
力
と
死
に
向
き
合
う
鑑
賞
者
に
対
し
、
死
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
「
生
」
を
想
像
す
る
契

機
と
な
る
こ
と
へ
の
願
い
が
、
マ
ス
ク
に
向
き
合
う
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
演
出
的
意
図
が
施
さ
れ
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
空
間
の
創
作
過
程
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

協
働
す
る
過
程
で
わ
か
っ
た
の
は
、
カ
ミ
ズ
自
身
に
と
っ
て
犠
牲
者
の
マ
ス
ク
を
作
り
続
け
る
と
い
う
実
践
が
、

彼
女
自
身
が
ク
ー
デ
タ
ー
と
い
う
困
難
と
、
そ
し
て
「
死
」
と
い
う
悲
劇
的
な
出
来
事
に
向
き
合
う
た
め
の
セ
ル
フ

ケ
ア
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
非
常
時
に
お
け
る
創
作
と
そ
の
維
持
と
い
う
行
動
は
、
彼
女
自
身
の
「
生
」

を
培
う
営
み
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
作
品
と
し
て
体
験
す
る
た
く
さ
ん
の
鑑
賞
者
＝「
他
者
」
に
は
、

遠
く
離
れ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
情
報
や
真
実
を
伝
え
る
社
会
的
記
憶
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
く
。

る
ほ
か
、
ネ
ッ
ト
上
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ザ
イ
ン
の
イ
ラ
ス
ト
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
象
徴
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。 

（@
raise3fingers, Artwork by M

yanm
ar artist

）

抵
抗
、
記
録
と
発
信
、
そ
し
て
ケ
ア
と
希
望
と
し
て
の
ア
ー
ト

軍
と
い
う
巨
大
な
組
織
が
国
家
的
な
暴
力
を
行
使
す
る
社
会
で
は
、「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
民
主
的
な
権
利
は

脅
か
さ
れ
、
た
と
え
創
作
的
な
表
現
や
発
信
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
が
生
命
の
危
機
を
脅
か
す
き
っ
か
け

と
な
り
得
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
抵
抗
の
意
思
と
真
実
を
伝
え
る
た
め
の
表
現
の
手
段
と
し

て
、
あ
る
い
は
出
来
事
の
記
録
と
し
て
、
そ
し
て
自
身
と
他
者
の
苦
難
を
ケ
ア
す
る
営
み
と
し
て
、
ア
ー
ト
を
活
か

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

「
死
」
か
ら
生
を
想
像
さ
せ
る
、
セ
ル
フ
ケ
ア
の
た
め
の
行
動
的
実
践

「
カ
ミ
ズ
」
と
い
う
仮
名
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
い
る
。
ヤ
ン
ゴ
ン
を
拠
点
に
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
と
い
う
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
た
彼
女
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
で
ク
ー
デ
タ
ー
を
経
験
す
る
。
そ
の
後
、
戒
厳
令
が
引
か
れ
、
芸
術
活

動
は
も
ち
ろ
ん
生
活
も
不
安
定
な
日
々
の
な
か
で
、
彼
女
は
ク
ー
デ
タ
ー
下
の
犠
牲
者
た
ち
の
一
〇
〇
人
の
顔
を
か
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「
共
に
生
き
る
」
た
め
の
想
像
力

彼
女
だ
け
で
は
な
い
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
社
会
的
困
難
と
危
機
的
な
状
況
下
で
も
、
創
作
と
表
現
、
あ
る
い
は
そ
の

発
信
と
い
う
行
動
を
続
け
る
人
々
は
た
く
さ
ん
い
る
。

遠
く
離
れ
た
土
地
や
人
々
の
困
難
に
向
き
あ
い
、少
し
で
も
生
き
や
す
く
、安
心
に
暮
ら
せ
る
世
界
の
た
め
に
、「
共

生
」
を
目
指
す
こ
と
。
そ
れ
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
こ
の
困
難
の
解
決
を
、
共
に
目
指
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
そ

の
と
て
も
難
し
い
挑
戦
に
は
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
「
場
＝
ト
ポ
ス
」
を
思
い
描
く
際
に
必
要
な
も
の
は
、
共
に
生

き
る
「
相
手
」
と
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
た
め
の
想
像
力
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
非
常
事
態
や
大
き
な
困
難
を
抱

え
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
と
の
協
働
か
ら
学
ん
だ
の
は
、「
共
に
生
き
る
」
こ
と
を
想
像
す
る
た
め

に
有
効
な
ア
ー
ト—

—

創
作
と
表
現
、
そ
の
発
信
と
い
う
行
動—

—

の
あ
り
方
で
あ
る
。
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ア
ー
ティ
ス
ト
／
作
家

瀬
尾
夏
美

聞
く
、
語
る
、
と
も
に
い
る
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献
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。
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学
院
に
入
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
わ
た
し
は
、
友
人
と
ふ
た
り
で
沿
岸
部
を

巡
り
な
が
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
た
。
ゼ
ミ
の
先
生
の
親
戚
が
宮
城

県
石
巻
市
に
い
る
と
い
う
の
で
向
か
う
と
、
教
え
て
も
ら
っ
た
住
所
の
付

近
は
被
害
が
大
き
く
、
本
当
に
家
が
残
っ
て
い
る
の
か
と
不
安
に
な
っ
た

が
、
目
的
の
家
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
囲
わ
れ
て
し
っ
か
り
と
建
っ
て
い
た
。

恐
る
恐
る
玄
関
の
ド
ア
を
叩
く
と
、
中
年
の
女
性
が
出
て
く
る
。
き
っ
と

こ
の
人
が
先
生
の
親
戚
の
Ａ
さ
ん
だ
と
思
い
、
自
分
が
そ
の
生
徒
だ
と
告

げ
る
と
、
彼
女
は
、
こ
ん
な
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
よ
く
来
た
ね
え
と
言
っ
て

涙
を
浮
か
べ
、
さ
っ
そ
く
居
間
に
あ
げ
て
く
れ
た
。

明
か
り
が
灯
る
、
あ
た
た
か
い
食
卓
。
囲
ん
で
い
た
の
は
、
Ａ
さ
ん
の

夫
、
そ
の
父
と
母
、
そ
し
て
、
被
災
で
家
を
失
っ
た
と
い
う
近
所
の
ご
夫

婦
だ
っ
た
。
今
日
ち
ょ
う
ど
ガ
ス
が
通
っ
た
か
ら
、
カ
レ
ー
を
作
っ
た
の

よ
。
女
性
陣
が
に
ぎ
や
か
に
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
台
所
と
居
間
を
行
き

来
し
て
、
湯
気
の
立
つ
お
皿
を
運
ん
で
く
る
。
わ
た
し
た
ち
が
遠
慮
し
て

い
る
と
、
み
ん
な
が
笑
う
。
食
べ
て
、
食
べ
て
。
あ
っ
た
か
い
う
ち
に
。

そ
う
よ
、
あ
な
た
た
ち
、
冷
え
た
お
に
ぎ
り
ば
か
り
じ
ゃ
か
わ
い
そ
う
だ

も
の
。—

—

こ
の
と
き
の
「
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
的
で
、

東
京
で
そ
れ
を
使
う
と
き
に
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
な
、
関
係
性
の
段
差

と
も
に
生
き
る
こ
と
。
分
か
ち
持
つ
こ
と
。
そ
の
現
場
と
し
て
、
わ
た

し
が
も
っ
と
も
最
初
に
浮
か
べ
る
の
は
、
ち
い
さ
な
語
ら
い
の
場
で
あ
る
。

一
緒
に
お
茶
を
飲
む
。
手
分
け
し
て
作
業
す
る
。
肩
を
抱
い
て
慰
め
あ
う
。

笑
い
、
泣
き
、
憤
り
、
た
め
息
を
つ
き
、
ま
た
笑
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て

わ
た
し
た
ち
は
、
日
常
の
な
か
で
互
い
の
身
に
起
き
た
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ

れ
の
感
情
を
交
換
し
合
い
、
咀
嚼
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。

た
と
え
す
べ
て
を
失
い
、
身
一
つ
に
な
っ
て
も
、
寄
れ
ば
人
は
語
り
出

す
も
の
だ
。
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
で
、
そ
う
教
え
て
も
ら
っ
た
。

ふ
る
さ
と
が
大
津
波
で
流
さ
れ
て
、
呆
然
と
し
な
が
ら
も
、
い
つ
し
か
ぽ

つ
り
ぽ
つ
り
と
言
葉
が
こ
ぼ
れ
、
会
話
が
始
ま
っ
て
い
く
。
受
け
止
め
き

れ
な
い
圧
倒
的
な
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
、
人
は
そ
れ
を
語
ら

ず
に
は
お
れ
な
い
し
、
隣
り
合
う
人
と
会
話
を
重
ね
る
こ
と
で
、
生
の
手

触
り
を
確
か
め
て
い
く
。

語
り
合
う
こ
と
。
聞
き
合
う
こ
と
。
あ
ま
り
に
日
常
的
す
ぎ
て
気
に
も

留
め
な
い
営
み
が
、
い
か
に
根
源
的
で
大
切
な
も
の
か
。
わ
た
し
な
り
に

旅
を
し
、
災
禍
の
記
憶
を
聞
き
、
物
語
や
詩
を
書
き
、
絵
を
描
い
て
き
た

な
か
で
、
そ
れ
を
実
感
し
た
シ
ー
ン
を
伝
え
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
原
体
験
と
も
言
え
る
二
〇
一
一
年
四
月
の
こ
と
。
当
時
大
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は
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
た
だ
彼
女
た
ち
は
、
目
の
前
の
相
手
を
自

分
と
同
じ
人
間
だ
と
捉
え
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
共
感
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

わ
た
し
は
そ
れ
が
う
れ
し
く
て
、
お
ず
お
ず
と
カ
レ
ー
を
い
た
だ
く
。
Ａ

さ
ん
が
話
し
始
め
る
。

じ
つ
は
こ
の
居
間
に
も
津
波
が
来
て
ね
、
お
じ
い
さ
ん
は
そ
こ
の
出
窓

の
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
水
か
ら
首
を
出
す
よ
う
な
か
た
ち
で
、
な
ん
と
か

助
か
っ
た
の
よ
。
ほ
ら
、
あ
そ
こ
に
線
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

Ａ
さ
ん
が
指
差
し
た
の
は
砂
壁
の
天
井
に
ほ
ど
近
い
あ
た
り
で
、
よ
く

見
る
と
茶
色
い
線
が
残
っ
て
い
る
。
い
ま
い
る
こ
の
場
所
に
も
津
波
が
来

た
。
わ
た
し
は
濁
っ
た
大
量
の
海
水
を
想
像
し
て
、
息
を
呑
む
。

庭
に
は
お
っ
き
な
ト
ラ
ッ
ク
が
入
っ
て
き
て
ね
。
見
る
と
、
な
か
に
遺

体
が
入
っ
て
た
の
よ
。
ど
こ
の
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
弔

い
た
い
と
思
っ
て
ね
、
み
ん
な
で
庭
を
片
付
け
て
、
そ
の
人
を
寝
か
せ
て

あ
げ
た
の
。
だ
け
ど
、な
に
か
し
て
あ
げ
た
く
て
も
、な
ん
に
も
な
い
じ
ゃ

な
い
。
そ
れ
で
、
近
く
の
水
産
加
工
場
か
ら
干
物
が
た
く
さ
ん
流
さ
れ
て

き
て
た
の
を
、
周
り
に
並
べ
て
焼
い
て
ね
、
手
を
合
わ
せ
た
の
。

と
て
も
衝
撃
的
な
経
験
だ
が
、
Ａ
さ
ん
は
そ
れ
を
た
ん
た
ん
と
語
り
、

食
卓
の
人
た
ち
は
う
ん
う
ん
と
同
意
す
る
よ
う
に
頷
く
。
わ
た
し
が
ど
ん

な
相
槌
を
打
て
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
で
い
る
と
、
だ
け
ど
ね
え
、
と

Ａ
さ
ん
は
続
け
る
。

せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
そ
の
干
物
を
食
べ
よ
う
か
っ
て
、
そ
れ
も
弔
い
に

な
る
ん
じ
ゃ
な
い
っ
て
い
う
話
に
な
っ
た
の
よ
。
で
も
ね
え
。
…
…
一
口

食
べ
た
ら
、
砂
利
だ
ら
け
で
食
べ
ら
れ
た
も
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
！

あ
っ
は
っ
は
。
み
ん
な
が
笑
う
。
も
う
、
口
の
中
が
じ
ゃ
り
じ
ゃ
り
だ

も
の
。
や
っ
ぱ
り
欲
た
か
り
は
だ
め
だ
あ
。
次
々
に
ツ
ッ
コ
ミ
が
入
る
の

で
、
ま
す
ま
す
笑
う
。
そ
う
な
の
、
ど
ん
な
と
き
も
欲
張
り
は
だ
め
ね
え
。

Ａ
さ
ん
は
目
尻
の
涙
を
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
、
そ
う
言
っ
た
。

そ
の
場
に
い
た
わ
た
し
は
、た
ぶ
ん
お
か
し
な
表
情
を
し
て
い
た
。
笑
っ

た
方
が
よ
い
の
か
ど
う
か
も
、
な
に
が
気
の
利
い
た
相
槌
な
の
か
も
わ
か

ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
場
の
す
さ
ま
じ
さ
に
対
し
て
畏
敬
の
念

の
よ
う
な
も
の
が
湧
い
て
く
る
。
自
ら
も
被
災
し
て
い
る
な
か
、
見
知
ら

ぬ
人
の
弔
い
を
す
る
。
道
具
も
環
境
も
整
わ
な
く
と
も
、
そ
の
場
に
あ
る

も
の
を
使
い
、
弔
い
の
方
法
そ
れ
自
体
を
編
み
出
し
て
、
み
な
で
手
を
合

わ
せ
る
。
な
ん
て
創
造
的
な
の
だ
ろ
う
。
な
ん
て
た
く
ま
し
い
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
の
食
卓
で
は
、”未
曾
有
の
出
来
事
“が
、
す
で
に
笑
い
話
に

さ
え
な
っ
て
い
る
。
き
っ
と
彼
ら
は
、
こ
う
し
て
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
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ら
、
自
分
た
ち
が
経
験
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
咀
嚼
し
、
受
け
止
め
な
が

ら
、”そ
の
後
“を
生
き
て
い
る
。
被
災
者
／
被
災
地
と
聞
く
と
、
わ
た
し

た
ち
は
つ
い
、
弱
く
、
支
援
す
る
対
象
だ
と
決
め
つ
け
が
ち
だ
け
れ
ど
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
る
。
わ
た
し
は
、
と
に
か
く

彼
ら
の
話
を
聞
い
て
、
こ
こ
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
よ
く
見
て
、
ち
ゃ
ん

と
覚
え
て
い
な
く
ち
ゃ
、
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
誰
か
に
手
渡

し
て
い
く
、
伝
え
て
い
く
係
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
。

こ
う
し
て
、
災
禍
の
記
憶
を
聞
き
歩
く
旅
が
始
ま
っ
た
。
東
北
の
沿
岸

部
に
は
一
〇
年
弱
暮
ら
し
、
い
ま
は
自
然
災
害
に
遭
っ
た
地
域
や
、
戦
争

の
記
憶
が
残
る
ま
ち
を
訪
ね
て
い
る
。
い
つ
も
驚
き
、
ど
こ
か
励
ま
さ
れ

る
よ
う
な
思
い
に
な
る
の
は
、
か
つ
て
災
禍
を
経
験
し
た
人
、
あ
る
い
は

経
験
者
と
関
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
が
持
つ
、
想
像
力
の
豊
か
さ
に
触
れ
た

と
き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
わ
た
し
が
旅
先
で
、
津
波
被
災
地
の
話
を
す
る
。
家
族
を
亡

く
し
た
人
と
そ
う
で
は
な
か
っ
た
人
の
間
に
生
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
難
し
さ
、
語
れ
な
さ
。
復
旧
工
事
で
風
景
が
変
わ
る
こ
と
に
対
す
る

喪
失
感
。
あ
た
ら
し
く
出
来
た
ま
ち
に
暮
ら
し
な
が
ら
も
、
死
者
が
身
近

に
い
る
感
覚
が
あ
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
語
り
を
、
戦
争
体
験
者
や
、
彼

ら
の
家
族
や
親
し
い
人
た
ち
、
あ
る
い
は
ほ
か
の
災
害
に
遭
っ
た
地
域
の

出
身
者
た
ち
、
彼
ら
の
ケ
ア
を
担
っ
て
き
た
人
た
ち
…
…
が
聞
い
て
く
れ

た
と
き
に
、
そ
う
だ
よ
ね
え
、
そ
う
で
す
よ
ね
え
と
深
く
頷
い
て
、
自
分

の
経
験
や
見
聞
き
し
て
き
た
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
細
部

を
強
烈
に
想
像
し
て
い
る
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
も
し
か
す
る
と
そ
の
時

間
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
辛
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
こ
う

し
て
見
知
ら
ぬ
他
者
の
境
遇
や
気
持
ち
を
丁
寧
に
想
像
す
る
こ
と
こ
そ
、

距
離
や
時
間
を
越
え
た
寄
り
添
い
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

災
禍
に
遭
っ
た
と
き
、
ひ
と
り
で
抱
え
き
れ
な
い
こ
と
を
経
験
し
た
と

き
。
そ
れ
を
誰
か
に
語
り
、
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
で
、
自
分
な
り
の
理
解

を
獲
得
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
聞
き
手
と
語
り
手
の
間
で
、
物
語
を
編
ん

で
い
く
作
業
と
も
言
え
る
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
た
物
語
は
、旅
人
や
メ
デ
ィ

ア
に
よ
っ
て
、
遠
く
へ
離
れ
た
人
た
ち
の
元
へ
と
運
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

た
と
え
距
離
や
時
間
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
物

語
を
介
し
て
互
い
を
身
近
に
感
じ
、
大
切
に
思
う
こ
と
が
、
と
も
に
い
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

願
わ
く
ば
、
誰
し
も
の
身
近
に
語
ら
い
の
場
が
、
そ
し
て
、
物
語
を
手

渡
さ
れ
る
機
会
が
訪
れ
る
こ
と
を
。
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一
緒
に
居
な
く
と
も
。
真
ん
中
が
心
許
な
く
と
も
。

ア
ー
ティ
ス
ト
／
文
筆
家
／
近
畿
大
学
文
芸
学
部
教
員

ア
サ
ダ
ワ
タ
ル

瀬
尾
夏
美　
【
せ
お
・
な
つ
み
】

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
作
家
。
一
九
八
八
年
東
京
都
生
ま
れ
。
土
地
の
人
び
と
の
言
葉
と
風
景
の
記
録
を
考
え
な
が
ら
、
絵
や
文
章
を
つ
く
っ
て
い
る
。
東
日
本
大
震

災
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
契
機
に
、映
像
作
家
の
小
森
は
る
か
と
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
活
動
を
開
始
。
岩
手
県
陸
前
高
田
市
で
の
対
話
の
場
づ
く
り
や
作
品
制
作
を
経
て
、

土
地
と
の
協
働
を
通
し
た
記
録
活
動
を
す
る
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
「
Ｎ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
」
を
立
ち
上
げ
る
。
現
在
は
江
東
区
を
拠
点
に
、
災
禍
の
記
録
を
リ
サ
ー
チ
し
、
そ
れ

ら
を
活
用
し
た
表
現
を
模
索
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
カ
ロ
ク
リ
サ
イ
ク
ル
」を
進
め
な
が
ら
、

”語
れ
な
さ  

“ を
テ
ー
マ
に
旅
を
し
、物
語
を
書
い
て
い
る
。
単
著『
あ

わ
い
ゆ
く
こ
ろ
―
―
陸
前
高
田
、
震
災
後
を
生
き
る
』（
晶
文
社
、
二
〇
一
九
年
）、『
二
重
の
ま
ち
／
交
代
地
の
う
た
』（
書
肆
侃
侃
房
、
二
〇
二
一
年
）、『
声
の

地
層
―
―
災
禍
と
痛
み
を
語
る
こ
と
』（
生
き
の
び
る
ブ
ッ
ク
ス
、二
〇
二
三
年
）、共
著
に
『
10
年
目
の
手
記
』（
生
き
の
び
る
ブ
ッ
ク
ス
、二
〇
二
二
年
）、『N

ew
 

H
abitations: from

 N
orth to E

ast 11 years after 3.11

』 (Y
Y

Y
 P

R
E

S
S

、
二
〇
二
三
年)

。



3637 一緒に居なくとも。真ん中が心許なくとも。

こ
の
一
〇
年
ほ
ど
、
知
的
障
害
の
あ
る
人
た
ち
が
通
所
す
る
施
設
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
し
て

い
る
。
内
容
は
そ
こ
の
メ
ン
バ
ー
（
利
用
者
）
さ
ん
た
ち
の
日
頃
の
こ
だ
わ
り
、
趣
味
、
表
現
活

動
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
ラ
ジ
オ
番
組
」
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
だ
。
ミ
キ
サ
ー
や
ス
ピ
ー
カ
ー
を
セ
ッ

ト
し
、
ケ
ー
ブ
ル
に
マ
イ
ク
を
一
本
一
本
つ
な
ぎ
準
備
を
し
て
い
る
う
ち
に
も
、
メ
ン
バ
ー
さ
ん

が
集
ま
っ
て
く
る
。
そ
し
て
手
作
り
の
「
Ｏ
Ｎ 

Ａ
Ｉ
Ｒ
」
ボ
ー
ド
が
立
て
ら
れ
た
ら
、
ラ
ジ
オ
の

始
ま
り
始
ま
り
。
あ
る
メ
ン
バ
ー
は
推
し
の
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、

雑
誌
や
写
真
な
ど
片
手
に
披
露
。
ま
た
高
齢
の
メ
ン
バ
ー
は
ご
自
身
の
家
族
の
記
憶
を
幼
少
期
ま

で
遡
り
な
が
ら
、
当
時
ヒ
ッ
ト
し
た
歌
謡
曲
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
る
。
あ
る
メ
ン
バ
ー
グ
ル
ー

プ
は
、
普
段
そ
の
施
設
で
や
っ
て
い
る
作
業
（
例
え
ば
キ
ャ
ン
ド
ル
づ
く
り
な
ど
）
を
目
の
前
で

見
せ
て
く
れ
、そ
の
行
為
に
実
況
中
継
が
挟
ま
る
。
推
し
で
あ
る
漫
画『
テ
ニ
ス
の
王
子
様
』の
シ
ー

ン
を
再
現
す
べ
く
周
囲
に
セ
リ
フ
が
割
り
当
て
ら
れ
、
リ
ア
ル
に
そ
の
場
で
テ
ニ
ス
（
と
い
う
体

裁
で
行
う
バ
ト
ミ
ン
ト
ン
）
が
行
わ
れ
た
り
す
る
。
さ
な
が
ら
演
芸
大
会
の
よ
う
に
な
ん
で
も
あ

り
な
こ
の
「
ラ
ジ
オ
」
の
最
大
の
特
徴
は
、「
喋
れ
な
く
て
も
Ｏ
Ｋ
」
と
い
う
こ
と
だ
。
知
的
障
害

の
あ
る
人
々
の
な
か
に
は
、「
言
葉
で
語
る
こ
と
」
を
主
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
立
て
と
し

な
い
人
た
ち
が
一
定
数
存
在
す
る
。
で
も
、
か
れ
ら
は
表
情
、
身
振
り
、
視
線
な
ど
で
意
思
を
表

現
し
て
お
り
、
支
援
ス
タ
ッ
フ
は
耳
を
澄
ま
し
目
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
と
き
に
受
け
取
れ
ず
に
「
う
ー
ん
…
…
」
と
悩
む
。

各
地
で
や
っ
て
き
た
ラ
ジ
オ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
最
近
通
っ
て
い
る
の
が
、

横
浜
市
旭
区
に
あ
る
地
域
活
動
ホ
ー
ム 

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
連れ

ん
だ
。
二
〇
二
一
年
か
ら
三
ヶ
月
に

一
度
の
ペ
ー
ス
で
「
れ
ん
ら
じ
お
」
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
こ
に
Ａ
さ
ん
と
い
う
若
い
メ
ン
バ
ー

が
い
る
。
彼
は
と
て
も
人
懐
っ
こ
く
て
、
筆
者
が
初
め
て
訪
れ
た
と
き
か
ら
「
ラ
ジ
オ
に
出
た
い
」

と
い
う
ア
ピ
ー
ル
が
強
か
っ
た
。「
コ
ー
ナ
ー
を
持
ち
た
い
」
と
い
う
よ
り
は
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

の
よ
う
な
形
で
「
ず
っ
と
（
筆
者
の
横
に
居
な
が
ら
）
ラ
ジ
オ
に
出
続
け
て
い
た
い
」
と
い
う
希

望
が
あ
っ
た
の
で
、「
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
」
と
い
う
肩
書
き
で
ラ
ジ
オ
の
進
行
を
担
っ
て
も
ら
う
こ

と
に
。
い
ろ
ん
な
話
題
に
対
し
て
少
し
横
柄
な
感
じ
で
「
う
ー
ん
、ま
っ
、そ
う
か
な
。」
と
ボ
ソ
ッ

と
言
い
放
つ
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
な
か
な
か
独
特
だ
。
そ
の
一
方
で
、
緊
張
し
や
す
い
面
も
あ

り
準
備
中
は
笑
顔
で
喋
っ
て
い
て
も
い
ざ
本
番
が
始
ま
り
会
話
を
振
る
と
固
ま
っ
て
喋
れ
な
く
な

る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。「
話
し
た
い
！ 

で
も
話
せ
な
い
！
」
と
い
う
彼
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
ど
の
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
か
考
え
て
み
る
。
ラ
ジ
オ
に
は
あ
る
程
度
台
本
が
あ
り
、
各
コ
ー

ナ
ー
に
沿
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
る
。
で
も
、
彼
は
そ
ん
な
台
本
を
も
と
に
話
題
を
振

ら
れ
る
よ
り
も
、
も
っ
と
自
分
の
好
き
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
自
由
に
話
し
た
い
の
で
は
な
い
か
。
実

際
に
、
筆
者
が
話
題
を
振
っ
て
い
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
独
り
言
の
よ
う
に
ブ
ツ
ブ
ツ
楽
し
そ
う

に
割
り
込
ん
で
く
る
と
き
が
あ
り
、
そ
の
方
が
か
え
っ
て
活
き
活
き
と
し
て
い
る
の
だ
。
通
常
の

ラ
ジ
オ
番
組
だ
と
そ
れ
で
は
成
立
し
な
い
の
だ
が
、「
れ
ん
ら
じ
お
」
な
ら
ア
リ
だ
。
そ
こ
で
支
援

ス
タ
ッ
フ
と
考
え
た
ア
イ
デ
ア
は
、
彼
を
「
他
局
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
す
る
」
と
い
う
プ
ラ
ン
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だ
っ
た
。
四
人
程
が
座
れ
る
大
き
め
の
ラ
ジ
オ
ブ
ー
ス
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
彼
だ
け
が

座
る
こ
と
の
で
き
る
小
さ
め
の
ラ
ジ
オ
ブ
ー
ス
を
も
う
一
つ
こ
し
ら
え
、
マ
イ
ク
を
セ
ッ
ト
し
た
。

そ
し
て
、
メ
イ
ン
の
番
組
が
進
行
す
る
中
で
、
時
折
「
他
局
の
番
組
が
混
線
し
て
く
る
電
波
状
況
」

と
い
う
謎
の
設
定
で
自
由
に
話
し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
、
時
折
、「
Ａ
さ
ん
と
生
中
継
で
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
、
Ａ
さ
ん
ど
う
で
す
か
？
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
そ
の
場
に
居
る
の
だ
け
ど
そ
の
場
に

居
な
い
よ
う
な
設
定
」
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
心
が
け
た
。
す
る
と
、
彼
の
言
葉
は
こ
れ
ま

で
よ
り
も
自
由
に
放
た
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
の
と
き
に
、
こ
う
思
っ
た
。「
そ
っ
か
、
無
理
に
一

緒
に
居
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
緒
に
居
る
こ
と
も
で
き
る
ん
だ
」
と
。

※

昨
年
、YouTube

で
「
Ａ
Ｉ
は
音
楽
・
ア
ー
ト
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
？
〜
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
・

オ
ペ
ラ
か
ら
考
え
る
〜
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
番
組
を
視
聴
し
た
。「
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
・
オ
ペ
ラ
」
と

は
、
音
楽
家
の
渋
谷
慶
一
郎
氏
が
作
曲
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
二
〇
一
七
年

に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
発
表
さ
れ
た
《Scary Beauty
》
を
皮
切
り
に
現
在
ま
で
世
界
各
国
で
上

演
さ
れ
、
昨
年
二
〇
二
四
年
六
月
に
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
ホ
ー
ル
で
日
本
初
演
の
《M

IRRO
R

》
を

含
む
二
作
が
上
演
さ
れ
た
。
作
曲
と
ピ
ア
ノ
を
渋
谷
氏
が
担
当
、
指
揮
と
メ
イ
ン
ヴ
ォ
ー
カ
ル
は 

「
オ
ル
タ
」
と
呼
ば
れ
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
担
う
。
人
間
の
指
揮
の
も
と
で
は
生
ま
れ
得
な
い
よ
う

な
急
激
な
テ
ン
ポ
の
揺
れ
、
強
弱
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
も
（
人
間
の
演
奏
家
が
担
う
）
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
演
奏
や
コ
ー
ラ
ス
隊
の
歌
唱
が
展
開
さ
れ
、
予
想
が
つ
か
な
い
（
広
義
の
）
即
興
ラ
イ

ブ
体
験
を
味
わ
え
る
の
が
特
徴
だ
。
本
稿
で
は
、
作
品
の
中
身
に
は
踏
み
込
ま
な
い
が
（
実
際
、

筆
者
も
生
で
観
た
こ
と
が
な
い
！
）、
前
述
の
番
組
で
渋
谷
氏
が
と
て
も
興
味
深
い
こ
と
を
語
っ
て

い
た
の
で
、
彼
の
発
言
の
一
部
を
引
用
す
る
。

面
白
い
の
は
、ア
ン
ド
ロ
イ
ド
オ
ペ
ラ
は
す
ご
い
ス
タ
ッ
フ
が
協
力
す
る
ん
で
す
よ
。（
中

略
）
例
え
ば
、
僕
の
コ
ン
サ
ー
ト
っ
て
、
ま
ぁ
僕
が
ス
テ
ー
ジ
の
真
ん
中
で
ピ
ア
ノ
弾
い

た
り
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
僕
を
応
援
す
る
っ
て
こ
と
に
な
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
よ
り
も
（
ア

ン
ド
ロ
イ
ド
オ
ペ
ラ
の
方
が
）
遥
か
に
み
ん
な
協
力
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
あ
る
種
、
稚
拙

な
存
在
で
も
あ
る
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
な
い
と
動
か
な
い
し
、
人
間
が
協
力
し
な
い
と
思

う
よ
う
に
い
か
な
い
か
ら
、
こ
う
、
人
の
ハ
ブ
に
な
る
。
そ
れ
は
結
構
面
白
い
こ
と
だ
な
っ

て
思
っ
た
ん
で
す
。

引
用
元
︰
深
掘
Ｔ
Ｖ 

渋
谷
慶
一
郎
氏
出
演
！
『
Ａ
Ｉ
は
音
楽
・
ア
ー
ト
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
？
〜
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
・
オ
ペ
ラ
か
ら
考
え
る
〜
』（
二
〇
二
四
年
六
月
六
日
放
送
前
半
無
料
パ
ー
ト
／https://w

w
w

.youtube.com
/

w
atch?v=74w

cH
H

irN
ps

）
の
一
六
分
三
五
秒

−

一
七
分
二
五
秒
あ
た
り
の
渋
谷
氏
の
発
言
よ
り
（
最
終
閲
覧
日

︰
二
〇
二
五
年
一
月
二
〇
日
）。
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渋
谷
氏
は
、
人
間
同
士
だ
と
嫉
妬
心
な
ど
が
邪
魔
を
し
て
素
直
に
協
働
が
生
ま
れ
な
い
背
景
を

匂
わ
せ
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
真
ん
中
に
脆
弱
な
存
在
と
し
て
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を

置
い
て
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
助
け
て
あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
っ
て
い
う
関
係
性
に
変
わ
っ
て

く
る
」（
番
組
司
会
の
ジ
ョ
ー
横
溝
氏
の
発
言
）
こ
と
に
同
意
す
る
。
確
か
に
「
中
心
が
弱
い
」
と

い
う
状
況
か
ら
周
囲
に
「
ケ
ア
」
と
い
う
態
度
が
現
れ
る
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
で
も
、
渋

谷
氏
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
最
初
は
「
や
っ

て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
と
し
て
も
、
中
心
の
弱
さ
ゆ
え
に
関
わ
る
人
た
ち
の
固
有

性
（
誰
一
人
と
し
て
も
欠
け
て
は
な
ら
な
い
）
が
尊
重
さ
れ
る
や
り
と
り
が
積
み
重
な
り
、「
こ
の

場
を
共
に
分
か
ち
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
（
創
作
上
の
）
肌
感
覚
が
、
よ
り
切
実
さ
を
増
し
て
到

来
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
分
か
ち
合
う
こ
と
で
し
か
本
質
的
に
存
在
し
得
な
い

物
事
へ
と
向
か
っ
て
い
る
「
分
有
」
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
話
な
の
だ
。

※

こ
こ
ま
で「
共
生
」と「
分
有
」に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
浮
上
す
る
の
が
、

「
一
緒
に
居
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
一
緒
に
居
ら
れ
る
」
と
「
分
か
ち
合
う
こ
と
で
し
か
本
質
的

に
存
在
し
得
な
い
物
事
へ
と
向
か
う
」
が
同
時
に
可
能
な
「
場

−

ト
ポ
ス
」
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

と
い
う
問
い
だ
。
す
で
に
紙
幅
を
超
え
て
い
る
こ
と
も
あ
り
こ
の
問
い
は
宿
題
と
す
る
が
、
そ
の

問
い
に
取
り
組
む
前
の
心
構
え
を
雑
駁
に
言
う
な
ら
ば
、「
そ
れ
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
」
と
世

間
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
も
う
一
回
ひ
っ
く
り
返
し

て
わ
ざ
わ
ざ
や
る
の
を
面
倒
臭
が
ら
な
い
こ
と
だ
。
そ
れ
は
表
現
活
動
が
担
う
最
た
る
役
割
の
一

つ
だ
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
宿
題
の
補
助
線
に
な
る
の
は
「
記
録(

物)

」

と
い
う
存
在
、
あ
る
い
は
「
記
録
す
る
」
と
い
う
行
為
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
昨
年
一
二

月
に
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
畳
の
上
で
語
り
合
っ
た
「
ア
ー
カ
イ
ブ
と
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」

と
の
関
連
性
を
こ
の
あ
と
深
め
て
い
き
た
い
。
と
い
う
こ
と
で
、
ま
た
ど
こ
か
で
原
稿
書
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

ア
サ
ダ
ワ
タ
ル　
【
あ
さ
だ
・
わ
た
る
】

一
九
七
九
年
生
ま
れ
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
／
文
筆
家
／
近
畿
大
学
文
芸
学
部
専
任
講
師
（
二
〇
二
五
年
四
月
よ
り
准
教
授
）。 

「
こ
れ
ま
で
に
な
い
他
者
と
の
不
思
議
な
つ
な
が
り
か
た
」
を
テ
ー
マ
に
、
様
々
な
生
活
現
場
に
出
向
き
、
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
企
画
演
出
、
作
曲
演
奏
、
執
筆
活
動
を
行
う
。”自
称
文
化
活
動
家  

“ 。
展
示
演
出
に 

「
ま
な
ざ
し
ラ
ジ
オ
!!
」（
東
京
芸

術
劇
場
、 

二
〇
二
〇
年
）、
コ
ン
サ
ー
ト
演
出
に
「
声
の
質
問
19
」（
東
京
藝
術
大
学
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。
著
書
に
『
住

み
開
き 

増
補
版
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）、『
想
起
の
音
楽
』（
水
曜
社
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。
受
賞
歴
に
、
サ
ウ

ン
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「S

jQ
++

」（
ド
ラ
ム
担
当
）
で
ア
ル
ス･

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
カ2013

サ
ウ
ン
ド
ア
ー
ト
部
門
準
グ
ラ

ン
プ
リ
、
Ｃ
Ｄ
作
品
「
福
島
ソ
ン
グ
ス
ケ
イ
プ
」（
ア
サ
ダ
ワ
タ
ル
と
下
神
白
団
地
の
み
な
さ
ん
名
義
）
で
二
〇
二
二
年
度

グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
な
ど
。
二
〇
二
三
年
か
ら
、
近
畿
大
学
の
学
生
街
に
、
本
と
音
楽
の
お
店
，
と
き
ど
き
ゼ
ミ
〈
と
か
〉 

を
オ
ー
プ
ン
。
博
士
（
学
術
、
滋
賀
県
立
大
学
）。
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ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
ア
ー
カ
イ
ブ
︰
人
類
学
と
芸
術
に
お
け
る

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員
／
教
授
／

「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

佐
藤
知
久
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ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、「
情
報
を
収
集
し
て
整
理
し
、

体
系
化
し
て
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）で
す
。

記ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

録
作
成
は
、
芸
術
作
品
が
ま
す
ま
す
流
動
化
し
、
不
定
型
の

活
動
を
ふ
く
む
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
僕
だ
け
が
そ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
す

で
に
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
＊
１
。

し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
記
録
作
成
と
い
う
の

は
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
も
の
で
す
。

第
一
に
、
記
録
が
常
に
不
完
全
だ
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

記
録
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
芸
術
活
動
を
、
何
ら
か
の
方
法
で
、
何

ら
か
の
記
録
媒
体
に
「
う
つ
し
」
た
も
の
な
の
で
、
そ
の
作
成
過

程
に
は
、
記
録
す
る
人
や
機
械
の
特
性
に
よ
る
「
切
り
取
り
」
が

必
ず
発
生
し
ま
す
。
記
録
者
や
機
械
の
存
在
が
、
そ
の
場
に
干
渉

し
た
り
も
す
る
の
で
、
現
実
に
変
化
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
記
録
作
成
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
状
態
を
そ
の
ま
ま
残
す
こ

と
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
＊
２
。
記
録
さ
れ
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
ど
れ

だ
け
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
記
録
者
に
示
す
の
か
も
、
相
手
や
状
況

に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
何
ら
か

の
意
味
で
現
物
の
改
変
や
変
形
を
避
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で

す
。第

二
に
、
立
場
性
と
関
係
性
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

長
期
間
に
わ
た
っ
て
現
地
や
現
場
を
体
験
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
異
文
化
社
会
を
学
問
的
に
記
述
し
よ
う
と
す

る
学
問
で
あ
る
人
類
学
は
、
記
録
作
成
の
方
法
に
つ
い
て
か
な
り

意
識
的
で
し
た
。
西
洋
社
会
の
エ
リ
ー
ト
研
究
者
が
発
展
途
上
国

の
生
活
者
を
「
調
査
す
る
」
と
い
う
構
図
は
、
く
り
か
え
し
批
判

さ
れ
て
き
ま
し
た
し
、
調
査
者
の
倫
理
も
く
り
か
え
し
問
わ
れ
ま

し
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
調
査
者
の
立
場
性
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
何
が
見
え
る
の
か
」
が

決
定
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
＊
３
（
た
と
え
ば

調
査
者
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
「
見
え

る
こ
と
」
自
体
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
）。　

で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
？　
方
法
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
人
類
学
者
が
作
成
す
る
記
録
で
あ
る
「
民

エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

族
誌
」

に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
記
録
作
成
が
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ

＊
１

本
間
友
に
よ
る
発
言
（「
い
ま
の
時
代
は
意
識
的
に
記
録
を

作
っ
て
い
か
な
い
と
作
品
が
残
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、

あ
る
も
の
を
整
理
し
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
て
、そ
の
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
を
き
ち
ん
と
作
っ
て
い
く
作
業
も
、
ア
ー
ト
・
ド
キ
ュ

メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
コ
ー
プ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
赤
間

亮
、
波
多
野
宏
之
、
本
間
友
（
二
〇
二
〇
）「
鼎
談 

ア
ー
ト
・

ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
来
し
方
と
行
く
方
︰
次
世
代
の

担
い
手
を
探
る
」 『
ア
ー
ト
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』

二
七
・
二
八
︰
一
八
―
三
三
頁
）
や
、
芸
術
が
「
記
録
と
い
う

手
段
を
用
い
ず
に
は
決
し
て
表
現
で
き
な
い
芸
術
活
動
」
を

ふ
く
む
今
日
で
は
、「
ア
ー
ト
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」

す
な
わ
ち
記
録
に
よ
っ
て
し
か
、「
そ
う
し
た
芸
術
活
動
を
指

し
示
す
」
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ボ
リ
ス
・
グ
ロ
イ
ス
の

指
摘
な
ど
が
あ
り
ま
す
（
ボ
リ
ス
・
グ
ロ
イ
ス
（
二
〇
〇
八

＝
二
〇
一
七
）『
ア
ー
ト
・
パ
ワ
ー
』
石
田
圭
子
他
訳
、
東
京

︰
現
代
企
画
室
）。

＊
２

現
実
と
区
別
で
き
な
い
記
録
の
た
め
の
技
術
的
試
み
は
非
常

に
興
味
深
い
も
の
で
す
が
、
原
理
的
に
反
復
再
生
で
き
る
も

の
で
あ
る
以
上
、
記
録
に
は
「
今
こ
こ
に
し
か
な
い
」
と
い

う「
此
性
」が
欠
如
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
記
録
は
、

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
現
実
そ
の
も
の
に
は
な

り
得
ま
せ
ん
―
―
し
か
し
そ
う
し
た
記
録
に
、
現
実
と
は
別

種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
生
ま
れ
て
く
る
と
こ
ろ
が
、
興
味
深
い

の
で
す
が
。

＊
３

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
は
そ
れ
ゆ
え
、
民
族
誌
に
記
さ
れ
る
こ
と
は

「
部
分
的
真
実
」
に
他
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
（
一
九
八
六
＝
一
九
九
六
）「
序
論
︰

部
分
的
真
実
」
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
、
ジ
ョ
ー
ジ
・

E
・
マ
ー
カ
ス
編
『
文
化
を
書
く
』
春
日
直
樹
他
訳
、
東
京
︰ 

紀
伊
国
屋
書
店
。
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う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
明
確
か
つ
正
直
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
す

（
こ
れ
は
学
問
全
般
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
す
が
）。
調
査
者

の
属
性
や
調
査
対
象
と
の
関
係
性
、
記
録
方
法
、
最
終
的
な
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
ま
で
の
編
集
プ
ロ
セ
ス
な
ど
を
示
す
こ
と
で
、
最
終
的

な
記
録
が
ど
れ
く
ら
い
「
部
分
的
に
真
実
」
な
の
か
を
、
あ
る
程

度
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
民
族
誌
の
な
か
で
示
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
事
実
」
に

つ
い
て
も
、
調
査
者
ひ
と
り
だ
け
で
な
く
、
た
く
さ
ん
の
「
対
話
」

を
通
じ
て
、
そ
の
書
き
方
や
読
み
込
み
方
が
適
切
か
ど
う
か
、
議

論
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
ゼ
ミ
や
研
究
会
、
編
集
者
や
他
の
研

究
者
と
の
議
論
を
通
じ
て
、
記
録
し
よ
う
と
し
て
い
る
出
来
事
に

書
き
手
が
見
出
し
て
い
る
「
意
味
づ
け
」
の
妥
当
性
を
、
複
数
の

視
点
か
ら
検
討
す
る
わ
け
で
す
。

特
に
重
要
な
の
が
、
調
査
さ
れ
る
側
・
記
録
さ
れ
る
側
の
方
た

ち
と
の
対
話
で
し
ょ
う
。
対
象
と
な
る
人
た
ち
を
傷
つ
け
て
は
い

け
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
語
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
け
れ

ど
知
っ
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
や
聞
き
取
り
と
い
う
行
為
が
、
語
る
人
自
身
が
思
っ

て
も
み
な
か
っ
た
よ
う
な
か
た
ち
へ
と
豊
か
に
展
開
し
、
語
る
こ

と
＝
聞
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
ケ
ア
が
生
じ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
可
能
性
は
「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
も
、
小
森
は
る
か
・
瀬
尾
夏
美
両
氏
に

よ
っ
て
十
分
に
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

最
後
に
、作
成
さ
れ
た
記

ド
キ
ュ
メ
ン
ト

録
の
「
受
け
渡
し
方
」
に
つ
い
て
も
、

簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ア
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
書
や
記
録
は
、
書
籍
出
版
と

い
う
形
式
を
と
ら
な
い
こ
と
が
比
較
的
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、図
書
館
や
ア
ー
カ
イ
ブ
機
関
に
収
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
、

個
々
人
や
諸
機
関
へ
配
布
さ
れ
た
り
、
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
さ
れ
て

い
ま
す
。

し
か
し
冒
頭
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
記
録
作
成
が
現
代
の
一
部
の

美
術
に
お
け
る
ほ
ぼ
唯
一
の
提
示
方
法
で
も
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、こ
う
し
た
記
録
に
は
か
け
が
え
の
な
い
価
値
が
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
つ
く
ら
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
よ

り
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
、「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
ア
サ
ダ
ワ
タ
ル
氏
が
豊
富
な
事
例
を
通
じ
て
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示
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
次
の
ア
ー
ト
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
の
制
作
に
役
立
つ
も
の
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
ド
キ
ュ
メ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
作
成
さ
れ
た
記
録
を
、
記
録
さ

れ
た
側
の
人
た
ち
に
還
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
記
録
が
作

成
さ
れ
た
あ
と
そ
れ
を
ど
う
共
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
学
術
研

究
の
共
有
状
況
は
芸
術
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
か
な
り
先
ん
じ
て
い

ま
す
が
、
研
究
者
向
け
だ
と
い
う
課
題
も
あ
る
。
多
く
の
協
働
者

と
と
も
に
行
わ
れ
る
芸
術
に
つ
い
て
は
、
よ
り
開
か
れ
た
ア
ー
カ

イ
ブ
が
望
ま
し
い
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ア
ー
ト
と
人
類
学
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
「
感
覚
民
族

誌
」
の
よ
う
に
、
ア
ー
ト
と
近
い
け
れ
ど
も
別
の
実
践
法
に
注
目

が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
も
、
人
類
学
（
や

他
の
学
問
）
に
は
、
ア
ー
ト
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り

方
を
考
え
る
上
で
着
目
す
べ
き
点
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
芸
術

と
い
う
領
域
だ
け
で
な
く
、
人
類
学
や
他
の
実
践
か
ら
学
ぶ
こ
と

で
、
ア
ー
ト
に
関
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
ア
ー
カ
イ
ブ

の
方
法
は
、
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
し

た
活
動
が
逆
に
、
人
類
学
や
他
の
学
問
に
欠
如
し
て
い
る
新
た
な

視
点—

—

感
性
的
研
究—

—

を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

佐
藤
知
久　
【
さ
と
う
・
と
も
ひ
さ
】

一
九
六
七
年
東
京
都
生
ま
れ
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員
／
教
授
。
京
都
大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業
、京
都
大
学
大
学
院
人
間
・

環
境
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
京
都
文
教
大
学
人
間
学
部
文
化
人
類
学
科
専
任
講
師
、
同
総
合
社
会
学
部
総
合
社
会
学
科
准
教
授
等
を
経
て
、
二
〇
一
七

年
度
よ
り
現
職
。
著
書
に
『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク2.0

』（
風
響
社
、二
〇
一
三
年
）。
共
著
に
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
を
つ
く
ろ
う
！ 

せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ

ア
テ
ー
ク
「
3
が
つ
11
に
ち
を
わ
す
れ
な
い
た
め
に
セ
ン
タ
ー
」
奮
闘
記
』（
晶
文
社
、
二
〇
一
八
年
）
ほ
か
。
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現
代
医
学
に
は
、
あ
る
興
味
深
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
存
在
す
る
。
個
別
化
医
療
へ
の
関
心
が
高

ま
る
中
で
、
二
〇
世
紀
初
頭
以
降
の
多
く
の
製
薬
技
術
の
革
新
は
、
一
つ
の
大
胆
な
概
念
、
つ
ま

り
「
人
体
の
普
遍
性
」
に
依
拠
し
て
き
た
（
例
え
ば
、
井
村 

二
〇
一
二
；
森
美
術
館 

二
〇
〇
九
を

参
照
）。
す
べ
て
の
人
の
体
が
基
本
的
な
共
通
基
盤
の
変
奏
で
あ
り
、
薬
や
治
療
に
対
し
て
ほ
ぼ
同

じ
よ
う
に
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
発
想
は
、
基
礎
研
究
や
製
造
を
体
系
化
す
る
だ

け
で
な
く
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
も
大
い
に
簡
便
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
１

多
く
の
人
が
一
度
は
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
腹
痛
に
見
舞

わ
れ
、
何
度
も
ト
イ
レ
と
行
き
来
す
る
羽
目
に
な
っ
た
こ
と
。
体
の
代
謝
が
必
要
以
上
に
加
速
し

て
い
る
こ
と
が
問
題
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
下
痢
止
め
と
い
う
小
さ
な
錠
剤
を
服
用
す
る
。
下
痢

止
め
は
、
腸
の
動
き
を
抑
え
る
こ
と
で
体
に
一
時
的
な
休
息
の
機
会
を
与
え
、
次
の
食
事
か
ら
水

分
や
栄
養
素
を
よ
り
効
率
的
に
吸
収
で
き
る
よ
う
に
す
る
薬
で
あ
る
。
こ
の
薬
は
、
服
用
者
が
誰

で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
年
齢
、
性
別
、
体
重
、
血
液
型
、
民
族
性
と
い
っ
た
要
素
は
ほ
と
ん
ど

関
係
が
な
い
は
ず
だ
。
都
会
に
い
よ
う
が
、
自
然
の
中
に
い
よ
う
が
、
あ
る
い
は
地
球
を
周
回
す

る
宇
宙
飛
行
士
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
薬
は
多
種
多
様
な
人
々
の
体
内
で
効
果
を
発
揮
す
る
と
い
う

前
提
で
製
造
さ
れ
て
い
る
。　

生
物
医
学
的
観
点
か
ら
は
、
人
間
の
体
は
主
に
自
己
完
結
的
で
予
測
可
能
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
薬
の
有
効
性
と
安
全
性
を
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

薬
は
体
内
に
入
り
、
代
謝
さ
れ
、
あ
た
か
も
隔
離
さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
内
で
作
用
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
本
当
に
そ
う
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

医
薬
品
の
作
用
は
、
細
胞
や
組
織
の
境
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
代
謝
プ
ロ
セ
ス

は
体
外
へ
と
広
が
り
、
私
た
ち
の
体
は
よ
り
広
範
な
環
境
と
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
化
学

残
留
物
は
体
外
に
排
出
さ
れ
、
河
川
、
土
壌
、
大
気
に
入
り
込
み
、
個
々
の
体
と
い
う
範
囲
を
超

え
た
広
大
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
と
流
れ
込
ん
で
い
く
。
こ
の
現
象
は
、
医
学
が
求
め
る
単
純
さ
と
、

私
た
ち
が
直
面
す
る
複
雑
で
相
互
に
関
連
し
た
現
実
と
の
間
に
緊
張
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

遺
伝
学
者
た
ち
は
、
治
療
の
標
準
化
を
推
し
進
め
る
最
前
線
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

か
れ
ら
の
仕
事
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
同
じ
二
〇
種
類
の
ア
ミ
ノ
酸
を
共
有
し
て
お
り
、
そ
れ
が

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
を
構
成
す
る
タ
ン
パ
ク
質
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
基
づ
い
て

い
る
。
こ
の
主
張
は
上
述
し
た
普
遍
性
の
土
台
と
な
り
、
人
間
の
体
の
多
様
性
が
一
つ
の
分
子
論

理
の
も
と
で
整
理
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
前
提
を
支
え
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
伝
的
共
通
性
に
焦
点

を
当
て
る
一
方
で
、薬
物
反
応
に
影
響
を
与
え
る
生
物
学
的
な
差
異
、い
わ
ゆ
る
「
遺
伝
的
ノ
イ
ズ
」
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を
軽
視
す
る
傾
向
も
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
生
物
学
的
普
遍
性
を
前
提
に
踏
ま
え
て
も
、
私
た
ち
の
体
は
決
し
て
閉
じ
た
存
在
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
体
は
外
界
と
の
相
互
作
用
を
持
つ
「
生
態
系
」
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う

考
え
方
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
腸
内
細
菌
叢
は
、
健
康
が
体
内
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
異
な
る

種
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
梅
崎 

二
〇
二
三
）。

細
菌
、菌
類
、ウ
イ
ル
ス
と
の
相
互
作
用
は
、「
私
た
ち
」
と
「
か
れ
ら
」
と
い
う
境
界
を
曖
昧
に
し
、

両
者
が
相
互
に
深
く
交
わ
り
合
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

マ
ラ
リ
ア
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
花
粉
症
と
い
っ
た
病
気
は
、
ヒ
ト
の
健
康
が
他
の
生
物
や

環
境
と
い
か
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、さ
ら
に
複
雑
さ
を
増
す
の
は
、

治
療
を
目
的
と
し
て
設
計
さ
れ
た
合
成
薬
が
環
境
に
流
出
し
、
人
間
や
他
の
生
物
に
新
た
な
不
確

実
性
を
も
た
ら
す
点
で
あ
る
（
モ
ハ
ー
チ 

二
〇
二
五
）。

エ
ピ
ソ
ー
ド
２

た
と
え
ば
、
ジ
ク
ロ
フ
ェ
ナ
ク
と
い
う
鎮
痛
剤
が
原
因
と
さ
れ
る
環
境
汚
染
の
事
例
を
見
て
み

よ
う
。
こ
の
薬
は
「
カ
タ
フ
ラ
ム
」
や
「
ボ
ル
タ
レ
ン
」
と
い
う
商
品
名
で
、
関
節
炎
、
怪
我
、

術
後
の
痛
み
の
緩
和
の
た
め
に
使
用
さ
れ
、
世
界
的
に
普
及
し
て
い
る
抗
炎
症
薬
で
あ
る
。
南
ア

ジ
ア
で
は
、
こ
の
薬
が
獣
医
療
で
も
広
く
用
い
ら
れ
、
高
齢
や
病
気
の
家
畜
を
長
期
間
働
か
せ
る

た
め
の
手
段
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
。
一
見
す
る
と
、
人
間
と
家
畜
の
両
方
に
効
果
を
も
た
ら

す
奇
跡
の
薬
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、実
際
に
は
、痛
み
の
管
理
と
い
う
行
為
は
、

病
ん
だ
体
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
地
域
で
は
、
歴
史
的
に
ハ
ゲ
タ
カ
が
ウ
シ
の
死

骸
を
処
理
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ジ
ク
ロ
フ
ェ
ナ
ク
を
投
薬
さ
れ
た
家

畜
の
死
骸
を
ハ
ゲ
タ
カ
が
摂
取
す
る
と
、
こ
の
薬
が
ハ
ゲ
タ
カ
に
と
っ
て
極
め
て
有
害
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。
そ
の
結
果
、
数
十
年
の
間
に
地
域
の
ハ
ゲ
タ
カ
の
個
体
数
は
九
五
％
以
上
減
少

し
た
の
で
あ
る
。
ハ
ゲ
タ
カ
が
い
な
く
な
る
と
、
野
生
の
犬
や
ネ
ズ
ミ
が
そ
の
役
割
を
引
き
継
ぎ
、

生
態
系
全
体
に
わ
た
っ
て
予
期
せ
ぬ
影
響
が
波
及
し
た
。
そ
の
結
果
、
狂
犬
病
の
人
間
へ
の
感
染

率
が
上
昇
し
、
腐
敗
し
た
死
骸
に
関
連
す
る
炭
疽
病
の
発
生
も
増
え
た
の
で
あ
る
（van D

ooren 
2014

）。
痛
み
を
和
ら
げ
る
た
め
の
医
薬
品
が
、
結
果
と
し
て
生
態
系
を
混
乱
さ
せ
、
ど
の
薬
も
孤

立
し
た
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
改
め
て
示
し
た
。　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
医
療
の
根
幹
と
も
い
え
る
医
薬
品
は
、
同
時
に
環
境
毒
性
を
も
た
ら
す
要

因
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
代
謝
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
生
態
系
に
お
い
て
も
有
害
で
あ
る
場

合
が
あ
る
。
体
内
に
入
っ
た
薬
物
は
そ
の
ま
ま
と
ど
ま
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
化
合
物
に
よ
っ

て
は
摂
取
し
た
三
〇
―
九
〇
％
が
排
泄
さ
れ
、
下
水
道
施
設
を
通
じ
て
河
川
や
地
下
水
に
流
れ
込

む
。
製
造
工
場
や
病
院
、
都
市
の
下
水
処
理
施
設
は
、
合
成
化
合
物
が
汚
染
物
質
と
し
て
持
続
す
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る
「
化
学
的
社
会
イ
ン
フ
ラ（chem

osocial infrastructures

）」
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
薬
剤
を
構
成
す
る
各
分
子
は
、
設
計
さ
れ
た
体
内
で
の
薬
効
を
は
る
か
に
超
え
、
複
雑
な
関
係

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

環
境
毒
性
学
の
分
野
で
は
、こ
れ
ら
の
物
質
は「
環
境
残
留
性
医
薬
汚
染
物
質（Environm

entally 
Persistent Pharm

aceutical Pollutants; EPPPs

）」
と
呼
ば
れ
、
分
解
さ
れ
に
く
く
、
生
態
系

に
長
期
的
か
つ
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
化
学
物
質
と
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
科
学
技
術
論

者
の
ミ
シ
ェ
ル・マ
ー
フ
ィ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
分
子
関
係
が
単
な
る
化
学
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、

景
観
、
経
済
、
政
治
と
交
差
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（M

urphy 2017

）。
そ
の
道
筋
を
追
跡

す
る
こ
と
は
、
人
間
の
健
康
へ
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
生
産
、
廃
棄
、
そ
し
て
不

平
等
と
の
絡
み
合
い
を
検
討
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

ど
れ
ほ
ど
の
努
力
を
重
ね
て
も
、
医
薬
品
は
そ
の
化
学
反
応
性
の
高
さ
ゆ
え
に
、
人
体
に
封
じ

込
め
ら
れ
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
み
続
け
る
だ
ろ
う
。
徐
々
に
蓄
積
し
た
医
薬
汚
染
物
質
は
、
広
大

な
イ
ン
フ
ラ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
拡
散
し
、
都
市
や
農
地
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
手
が
届
か

な
い
生
態
系
に
ま
で
広
が
り
損
害
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
体
や
生
態
系
の
境
界
を

越
え
、
治
療
と
汚
染
、
体
と
環
境
、
そ
し
て
人
間
と
非
人
間
の
区
別
を
溶
か
し
て
い
く
。
病
ん
だ

体
の
治
療
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
が
、
そ
の
影
響
を
は
る
か
遠
く
ま
で
及
ぼ
す
の
だ
。　

合
成
化
合
物
は
、
よ
り
広
範
で
予
測
不
可
能
な
実
験
の
一
部
と
な
り
、
都
市
や
農
地
な
ど
の
生

態
系
に
浸
透
し
、
人
間
が
他
の
生
き
物
と
分
か
ち
合
う
環
境
を
微
妙
に
再
形
成
し
て
い
る
。
製
薬

工
場
や
病
院
、
薬
用
植
物
園
、
下
水
処
理
施
設
な
ど
に
お
い
て
、
人
間
と
他
の
生
き
物
は
絶
え
ず

実
験
を
繰
り
広
げ
な
が
ら
、
お
互
い
の
代
謝
を
分
有
し
て
い
る
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
る
と
、
健
康
と
は
も
は
や
個
別
の
体
に
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
私
た
ち
が
意
図
的
で
あ
れ
無
意
識
で
あ
れ
、
暮
ら
し
な
が
ら
変
化
さ
せ
る
社
会
生
態
系
の

一
環
で
あ
る
。
製
薬
技
術
の
革
新
は
、
私
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
か
を
示
し
て

き
た
。
そ
れ
が
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
れ
ば
、
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
つ
な
が
り
を
よ
り
慎
重
に
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
す
る
方
法
を
模
索
し
つ
つ
も
、「
治

療
」
の
名
の
下
に
薬
剤
廃
棄
地
を
共
に
生
き
る
こ
と
は
、
市
民
と
し
て
科
学
に
向
き
合
う
実
験
の

場
を
提
供
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス

—
—

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
・
ケ
ア
の
視
点
か
ら

同
志
社
大
学
大
学
院

グ
ロ
ー
バル・ス
タ
ディ
ー
ズ
研
究
科
教
授

岡
野
八
代 

モ
ハ
ー
チ
・
ゲ
ル
ゲ
イ　
【 M

ohacsi Gergely 

】

一
九
七
四
年
ブ
ダ
ペ
ス
ト
（
ハ
ン
ガ
リ
ー
）
生
ま
れ
、
大
阪
府
在
住
。
医
療
人
類
学
／
大
阪
大
学
人
間
科
学
研
究
科
准
教
授
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
糖
尿
病

を
は
じ
め
と
す
る
代
謝
異
常
の
予
防
と
治
療
に
関
わ
る
患
者
運
動
を
医
療
人
類
学
の
視
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
ま
た
、
北
ベ
ト
ナ
ム
と
西
日
本
の
山
地
に
お
け

る
薬
用
植
物
の
栽
培
お
よ
び
医
薬
品
汚
染
の
現
場
で
行
っ
て
い
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
、
病
人
と
健
常
者
の
共
生
を
促
進
す
る
創
薬
の
比
較
民
族
誌

研
究
を
試
み
て
い
る
。
近
年
の
編
著
に
『
共
生
学
宣
言
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）、
学
術
論
文
に“

Toxic R
em

edies: O
n the cultivation of 

m
edicinal plants and urban ecologies” (E

ast A
sian S

cience, Technology and S
ociety, 2021)

、著
書
に『
文
化
人
類
学
の
最
前
線—

—

「
人
新
世
」

時
代
を
生
き
抜
く
』（
以
文
社
、
二
〇
二
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
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共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
と
し
て
の
国
家

見
ず
知
ら
ず
の
ひ
と
も
含
め
た
ひ
と
と
共
に
生
き
、
な
に
か
を
分
か
ち
合
っ
た
り
、
使

い
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
経
験
か
ら
み
な
さ
ん
は
、
ど
う
い
う
光
景
・
経
験
を
思
い

起
こ
す
だ
ろ
う
か
。
政
治
思
想
史
を
長
く
学
ん
で
き
た
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
、

現
在
誰
も
が
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
国
家
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

世
界
の
誰
し
も
が
ま
っ
た
く
偶
然
、
意
図
す
る
こ
と
も
な
く
ひ
と
つ
の
国
家
に
生
ま
れ

落
ち
る
運
命
に
あ
る
。
そ
の
運
命
に
抗
う
よ
う
に
し
て
、
生
ま
れ
落
ち
た
国
家
を
離
れ
、

新
し
い
生
き
方
を
望
む
な
ら
、
ま
た
ど
こ
か
他
の
国
家
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
じ
っ
さ

い
、政
治
学
（political science
）
と
は
、政
治
の
語
源
で
あ
る
ポ
リ
ス
（
＝
古
代
ギ
リ
シ
ャ

の
ア
テ
ネ
や
ス
パ
ル
タ
と
い
っ
た
都
市
国
家
）
を
め
ぐ
る
思
考
と
し
て
出
発
し
、
そ
の
始

ま
り
と
同
時
に
、人
間
は
ポ
リ
ス
的
人
間
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
た
。「
ポ
リ
ス
的
人
間
」
を
、

わ
た
し
は
政
治
的
人
間
と
訳
す
よ
う
に
し
て
き
た
が
、
む
し
ろ
国
的
人
間
と
訳
し
た
ほ
う

が
、
国
家
の
残
酷
さ
に
敏
感
で
あ
る
た
め
に
は
適
切
で
は
な
い
か
と
最
近
考
え
直
す
よ
う

に
な
っ
た
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
誰
も
が
ど
こ
か
の
国
家
に
属
さ
な
い
と
い
け
な
い
国
家
体
制
の
成

立
と
同
時
に
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
政
治
や
国
家
と

い
う
用
語
は
生
ま
れ
た
が
、
わ
た
し
た
ち
が
現
在
経
験
し
て
い
る
よ
う
な
国
家
、
つ
ま
り

一
定
の
領
土
の
な
か
で
は
同
一
の
法
律
が
誰
に
で
も
適
用
さ
れ
、
そ
の
国
家
に
属
し
て
い

る
ひ
と
は
国
家
に
登
録
さ
れ
、
人
口
の
一
人
と
し
て
管
理
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
国
家
に

誰
が
属
す
か
を
、
国
家
が
決
め
る
。
現
在
の
日
本
は
民
主
主
義
体
制
を
と
っ
て
い
る
の
で
、

「
決
め
る
」
の
は
実
際
に
は
、
主
権
者
、
つ
ま
り
成
人
の
日
本
国
民
で
あ
る
。
日
本
国
民
は

法
の
下
で
平
等
で
あ
り
、
国
家
に
よ
る
教
育
や
福
祉
と
い
っ
た
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
受
け
る
が
、

日
本
に
あ
る
様
々
な
公
共
物
や
文
化
財
、
商
業
施
設
な
ど
、
国
籍
に
関
係
な
く
旅
行
者
で

も
利
用
可
能
だ
。

同
時
に
日
本
国
民
は
、
国
民
に
属
さ
な
い
ひ
と
を
「
決
め
る
」
と
い
う
行
為
か
ら
、
同

じ
日
本
国
で
共
生
し
て
い
る
は
ず
の
一
部
の
人
た
ち
を
排
除
し
続
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

在
日
外
国
人
に
は
、
法
律
を
決
め
る
た
め
の
自
分
た
ち
の
代
表
を
、
立
法
府
で
あ
る
国
会

に
送
る
権
利
で
あ
る
参
政
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

排
除
の
ト
ポ
ス
と
し
て
の
国
家—

—

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
の
問
い

現
在
の
国
家
は
、
そ
の
領
土
内
で
生
き
る
者
た
ち
、
そ
の
他
の
集
団
や
組
織
を
圧
倒
す

る
最
大
の
権
力
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
は
、
国
民
だ
け
で
な
く
参
政
権
の
な

い
外
国
人
か
ら
も
税
金
や
保
険
料
と
い
う
形
で
、
強
制
的
に
お
金
を
徴
収
す
る
力
が
あ
り
、

国
民
で
あ
れ
外
国
人
で
あ
れ
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
法
律
を
課
し
、
税
金
を
払
わ
な
か
っ
た
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り
、
法
律
に
従
わ
な
か
っ
た
り
す
る
者
を
、
物
理
的
に
拘
束
で
き
る
だ
け
の
暴
力

を
伴
う
執
行
権
、
つ
ま
り
警
察
権
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

他
方
で
、
少
な
く
と
も
多
く
の
日
本
国
民
が
、
そ
う
し
た
わ
た
し
た
ち
を
圧
倒

す
る
国
家
権
力
に
怯
え
る
こ
と
な
く
暮
ら
し
て
い
け
る
の
は
、
日
本
国
民
で
あ
る

限
り
、
恣
意
的
な
権
力
の
乱
用
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
複
雑
な
法
律
の
多

く
も
、
国
民
の
生
活
上
の
不
便
を
解
消
し
た
り
、
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
す
ぐ
に

対
処
で
き
る
た
め
の
も
の
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
は
、
こ
う
し
た
国
家
の
し
く
み
の
な
か
で
、
多
く
の
制
度
か

ら
排
除
さ
れ
、
一
方
的
に
法
律
に
従
わ
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
経
験
か
ら
始
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
あ
る
国
家
に
属
し
て
は
い
る
も
の
の
、
共
に
生
き
る
者
と
し
て
対
等
に

扱
わ
れ
ず
、
法
律
を
決
め
る
権
利
を
奪
わ
れ
た
状
態
か
ら
生
ま
れ
た
。

女
性
た
ち
が
寝
食
を
共
に
す
る
男
性
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
、
も
っ
と
は
っ

き
り
言
え
ば
、
男
性
に
劣
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
歴
史
は
長
い
。
な
ぜ
、

女
性
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
男
性
と
異
な
る
（
＝
劣
る
）
と
さ
れ
た
の
か
は
多
く
の

議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
が
形
成
さ
れ
る
途
上
で
、
一
定
の
領
土
と
そ
こ
に

住
む
人
び
と
を
自
分
た
ち
の
財
産
の
よ
う
に
使
用
す
る
権
力
者
た
ち
に
と
っ
て
、

い
か
に
労
働
力
で
あ
る
人
口
を
維
持
す
る
か
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
に

関
係
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
新
た
な
労
働
力
を
産
む
性
で

あ
る
女
性
た
ち
を
い
か
に
支
配
す
る
か
が
、
権
力
者
に
と
っ
て
は
重
大
事
で
あ
り
、

支
配
権
力
に
従
順
に
子
を
産
み
、
支
配
に
従
順
な
子
を
育
て
て
く
れ
る
よ
う
な
女

性
た
ち
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、
た
と
え
ば
君
主
の
意
志
が
法
律
と
さ
れ
て
い
た
絶
対
王
政
・
階
級

社
会
時
代
が
一
七
八
九
年
の
革
命
を
契
機
に
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
し
た
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
も
、
女
性
た
ち
は
そ
の
「
人
権
宣
言
」（
第
一
条
「
人
は
、
自
由
か

つ
権
利
に
お
い
て
平
等
な
者
と
し
て
生
ま
れ
、
生
存
す
る
」）
の
な
か
の
、「
ひ
と
」

と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
女
性
た
ち
は
、
共
生
や
分
有
の
た
め
の
ル
ー
ル
を

決
め
る
法
律
を
考
え
る
理
性
を
も
た
ず
、
ま
た
、
国
民
全
員
に
か
か
わ
る
政
治
に

は
不
向
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
も
ま
た
、
女
性
た
ち
の
子
を
産
む
能
力

と
関
係
し
て
い
る
。
女
性
は
子
を
産
む
の
だ
か
ら
、
子
育
て
の
た
め
に
家
庭
内
で

の
無
償
の
労
働
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
家
族
の
こ
と
以
外
に
は
考
え
が
及

ば
な
い
だ
ろ
う
、
と
さ
れ
た
。

だ
が
、
こ
の
理
由
は
巧
妙
に
因
果
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ

う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
当
時
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
女
性
た
ち
は
生
ま
れ
な

が
ら
に
子
育
て
に
向
い
て
い
る
の
で
も
、
母
性
愛
に
溢
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
と

主
張
し
た
。
む
し
ろ
、
政
治
活
動
を
禁
じ
ら
れ
、
職
業
選
択
の
自
由
も
与
え
ら
れ

ず
、
男
性
と
同
等
の
教
育
を
受
け
る
に
も
値
し
な
い
と
さ
れ
て
家
庭
に
閉
じ
込
め
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ら
れ
、
女
に
相
応
し
い
と
さ
れ
た
無
償
労
働
を
強
制
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
政

治
や
法
律
の
こ
と
を
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、

男
性
と
同
等
の
権
利
を
、
女
性
に
も
教
育
や
政
治
参
加
の
機
会
を
与
え
よ
と
、
訴

え
は
じ
め
た
。
こ
の
訴
え
が
最
初
に
実
っ
た
の
は
、
一
八
九
三
年
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
。

共
生
の
萌
芽
と
し
て
の
ケ
ア

現
代
で
は
、
多
く
の
国
で
こ
う
し
た
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の
参
政
権
運

動
の
お
か
げ
で
、
女
性
国
民
に
は
参
政
権
が
認
め
ら
れ
、
法
の
下
の
平
等
が
確
立

さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
女
が
ま
っ
た
く
平
等
に
自
由
な
選

択
に
開
か
れ
て
い
る
国
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
法
の
下
で
は
平

等
な
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
女
性
た
ち
は
自
身
の
生
き
方
に
悩
み
、
女
性
で
あ

る
こ
と
に
社
会
的
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問

い
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
世
界
的
な
波
と
な
っ
た
第
二
波

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
で
あ
る
。
第
一
波
と
異
な
り
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち

は
、
女
性
た
ち
が
い
っ
け
ん
す
る
と
個
人
的
に
抱
え
て
い
る
よ
う
な
問
題—

—

セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
家
族
関
係—

—

に
注
目
し
、
個
別
的
に
み
え
る
悩
み
に
こ
そ
、

政
治
的
な
力
が
働
い
て
い
る
と
し
て
、「
個
人
的
な
こ
と
は
、
政
治
的
で
あ
る
」
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
。

こ
う
し
た
運
動
の
な
か
で
、
法
的
に
は
平
等
な
は
ず
の
女
性
た
ち
の
社
会
的
な

不
利
な
立
場
は
、
女
性
た
ち
が
担
う
べ
き
と
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
男
性
に
比
べ
て

担
う
傾
向
が
強
い
無
償
の
家
事
労
働
か
ら
生
じ
て
い
る
と
考
え
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

た
ち
が
登
場
す
る
。
一
方
の
男
性
た
ち
は
宇
宙
旅
行
に
行
く
時
代
に
、
家
庭
の
中

で
家
事
育
児
に
追
わ
れ
、
休
息
と
い
え
ば
家
庭
に
ま
つ
わ
る
雑
誌
を
め
く
る
く
ら

い
。
そ
ん
な
生
活
に
対
す
る
不
満
が
あ
る
一
方
で
、
女
性
た
ち
を
捉
え
て
離
さ
な

い—
—

疲
弊
し
、
翻
弄
さ
れ
、
時
に
暴
力
的
に
な
り
そ
う
に
な
る—

—

子
育
て
に
、

女
性
を
見
下
す
よ
う
な
社
会
と
は
異
な
る
可
能
性
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
た
ち
が
誕
生
す
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
研
究
分
野
が
、
ケ
ア
の
倫
理
で
あ
る
。

ケ
ア
と
は
、
他
者
の
手
を
借
り
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
生
存
に
必
要
な
活
動—

—

食
事
や
身
の
回
り
の
世
話
か
ら
安
全
確
保
ま
で
、
生
命
維
持
に
密
接
に
か
か
わ

る—
—

が
で
き
な
い
ひ
と
た
ち
の
た
め
に
、生
き
る
た
め
に
必
要
な
も
の
（
＝
ニ
ー

ズ
）
を
満
た
す
活
動
・
営
み
・
実
践
で
あ
る
。
し
か
も
、
誰
も
が
こ
れ
ま
で
の
自

分
を
振
り
返
れ
ば
、
良
し
悪
し
は
あ
れ
、
そ
う
し
た
ケ
ア
を
与
え
ら
れ
て
き
た
か

ら
こ
そ
今
生
き
て
い
る
。
そ
の
ケ
ア
実
践
を
子
細
に
み
て
み
る
と
、
圧
倒
的
な
権

力
で
、女
性
や
外
国
人
を
排
除
す
る
国
家
と
の
違
い
が
見
え
て
く
る
。な
に
よ
り
も
、
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ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
ひ
と
の
命
は
助
か
ら
な
い
。
不
幸
な
事
例
は
あ

る
も
の
の
、
ケ
ア
を
引
き
受
け
る
者
た
ち
（
そ
の
多
く
は
女
性
）
は
、
ケ
ア
す
る

際
に
、
暴
力
の
誘
惑
と
闘
い
な
が
ら
、
暴
力
を
実
際
に
は
振
る
わ
な
い
、
一
方
的

に
自
分
の
思
い
を
押
し
付
け
な
い
と
い
っ
た
倫
理
を
自
ら
に
課
し
て
き
た
。

現
在
で
も
、
こ
う
し
た
ケ
ア
経
験
は
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
家
族

だ
か
ら
こ
そ
経
験
し
う
る
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
た
ち
は
い
ま
、
こ
う
し
た
ケ
ア
実
践
の
な
か
に
新
し
い
社
会
や
国
家
像
を
描
く

可
能
性
を
み
て
い
る
。わ
た
し
た
ち
は
、誰
か
に
無
条
件
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
、

こ
う
し
て
今
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
誰
も
が
共

生
の
た
め
の
種
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
育
て
る
経
験
知
も
あ
る
は
ず
だ
が
、
見
過

ご
し
て
き
た
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
身
の
な
か
に
あ
る
、
遠
く
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
ケ
ア
は
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の

他
者
と
の
出
会
い
の
糧
と
な
る
は
ず
だ
。

参
考
文
献

岡
野
八
代
（
二
〇
二
四
）『
ケ
ア
の
倫
理
―
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
思
想
』
東
京
︰
岩
波
書
店
。

岡
野
八
代　
【
お
か
の
・
や
よ
】

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
理
論
・
政
治
思
想
史
研
究
／
同
志
社
大
学
大
学
院
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
研
究
科
教
授
。
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
論

じ
て
き
た
「
ケ
ア
の
倫
理
」
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
ケ
ア
と
は
、
わ
た
し
た
ち
人
間
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
な
す
活
動
や
実
践
す
べ
て
の
特
徴
と
も
い
え
ま

す
が
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
女
性
た
ち
が
歴
史
的
に
主
に
担
わ
さ
れ
て
き
た
家
事
や
育
児
と
は
な
に
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
疑
問
か
ら
始
ま
り
、
無
償

で
家
庭
内
で
担
わ
れ
が
ち
な
ケ
ア
労
働
は
女
性
の
社
会
的
抑
圧
の
元
凶
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
社
会
や
人
間
ら
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
支
え
て
き
た
、
人
間

に
と
っ
て
不
可
欠
な
活
動
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
に
立
ち
向
か
っ
て
き
ま
し
た
。
世
界
に
遍
く
存
在
す
る
ケ
ア
に
、
新
自
由
主
義
的
な
競
争
社
会
を
変
革
す
る
可
能

性
が
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
現
在
の
政
治
を
見
直
そ
う
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
研
究
で
す
。
著
書
に
『
ケ
ア
の
倫
理    —

—

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
思

想
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
四
年
）、『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学—

—

ケ
ア
の
倫
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
共
訳
書
『
ケ
ア

宣
言
︰
相
互
依
存
の
政
治
へ
』（
大
月
書
店
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。
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「
共
生
の
問
題
」
は
見
え
づ
ら
い

日
本
と
い
う
土
地
を
他
の
人
た
ち
と
シ
ェ
ア
し
あ
い
な
が
ら
日
々
い
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

共
生
（
と
も
に
い
き
る
）
と
い
う
の
は
基
本
的
に
は
当
た
り
前
の
状
態
だ
。
当
た
り
前
の
状
態
で

あ
る
か
ら
、
意
識
も
し
な
い
。
む
し
ろ
「
わ
た
し
は
い
ま
他
人
と
共
生
し
て
い
る
の
だ
な
」
と
い

う
こ
と
を
実
感
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
「
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
」
と
き
し
か
な
い
。
家
族

で
誰
が
ゴ
ミ
を
出
す
の
か
で
揉
め
る
よ
う
な
も
の
。
お
父
さ
ん
だ
か
、
お
母
さ
ん
だ
か
、
こ
れ
ま

で
や
っ
て
く
れ
て
い
た
誰
か
へ
の
配
慮
が
欠
け
る
と
き
に
、
問
題
は
起
き
る
。

そ
う
い
う
、
人
と
人
と
が
と
も
に
い
き
て
い
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
「
共
生
の
問
題
」
そ
の
も
の

が
「
共
有
」
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
の
場
の
改
善
の
モ
ー
メ
ン
ト
が
生
ま
れ
る
と
言
っ
て
い
い
。
先

の
例
で
言
え
ば
、
み
ん
な
で
ゴ
ミ
当
番
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
、
み
た
い
な
こ
と
だ
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
わ
た
し
が
言
っ
て
い
る
「
共
有
」
は
、
言
葉
の
本
来
の
正
し
い
使
い
方
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、「
一
緒
に
持
ち
合
う
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
近
く
、
一
方
で
「
分
有
」
と
い

う
の
は
、
区
分
け
し
た
上
で
「
持
分
を
担
当
す
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
近
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
何
か
を
「
分
有
」
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
何
か
は
具
体
的
な
存
在
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
場
」
や
「
不
動
産
」
が
そ
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
対
し
て
、「
問
題
」

や
「
意
識
」
の
よ
う
な
抽
象
的
な
も
の
は
、「
共
有
」
は
で
き
こ
そ
す
れ
「
分
有
」
は
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
一
九
六
〇—

七
〇
年
代
に
荒
廃
し
た
都
市
公
園
が
そ
の
後
地
域
に
住
む
人
た
ち
の
努

力
で
よ
り
よ
い
公
園
に
な
っ
た
、
と
い
う
国
内
外
の
事
例
の
多
く
は
、「
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
」

と
い
う
周
辺
住
民
た
ち
に
よ
る
「
問
題
の
共
有
」
が
正
し
く
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
改
善
の
機
運
が

高
ま
っ
た
。
国
外
で
言
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
・
パ
ー
ク
、
国
内
で
言
え
ば
南
池

袋
公
園
な
ど
が
そ
の
具
体
例
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
場
を
「
分
有
」
す
る
人
た
ち
に
よ
る
問
題

の
「
共
有
」
が
鍵
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
の
文
章
を
書
い
て
る
の
は
ど
ん
な
人
間
な
の
か

と
、
や
や
強
引
に
自
身
の
仕
事
に
か
こ
つ
け
て
書
い
て
み
た
が
、
わ
た
し
は
普
段
、
行
政
と
連

携
し
な
が
ら
建
築
や
都
市
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
づ
く
り
に
従
事
す
る
よ
う

な
業
務
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
空
き
家
の
利
活
用
促
進
の
た
め
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
レ
ー

シ
ョ
ン
ズ
（
P
R
）
を
戦
略
づ
く
り
か
ら
そ
の
実
現
ま
で
提
案
し
運
営
す
る
、
や
、
新
し
い
公
共

施
設
を
つ
く
る
際
に
設
計
者
と
連
携
し
て
、
関
係
者
の
意
見
を
聞
い
た
り
地
域
の
リ
サ
ー
チ
を
お
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こ
な
っ
た
り
し
て
よ
り
よ
い
施
設
計
画
や
そ
の
運
営
に
協
力
す
る
、
と
い
っ
た
内
容
だ
。

わ
た
し
自
身
は
「
建
築
家
／
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
」
と
い
う
肩
書
き
を
使
う
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
は
事
業
を
提
案
し
、
チ
ー
ム
を
組
み
、
方
針
を
定
め
、
運
営
の
管
理
ま
で
す
る
、

と
い
う
、「
な
ん
で
も
屋
」
に
近
い
よ
う
な
は
た
ら
き
方
を
し
て
い
る
。
建
築
や
都
市
と
い
う
分
野

を
専
門
と
し
て
い
る
が
、
と
き
に
都
市
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
や
資
産
活
用
を
お
こ
な
う
企
業
な
ど
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
整
理
を
依
頼
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
を
担
当
す
る
こ
と
も
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
そ
う
い
う
仕
事
の
な
か
で
、「
ま
ち
づ
く
り
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
社
会
問
題
を

都
市
の
空
間
的
な
力
学
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
対
処
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
に
関
わ
る
こ
と
も
あ

る
。
そ
し
て
、
冒
頭
の
よ
う
な
公
園
の
改
善
事
例
の
話
を
よ
く
耳
に
す
る
。

公
園
の
例
を
出
し
た
行
き
が
か
り
上
、
公
園
の
話
を
続
け
る
が
、
再
整
備
に
民
間
の
力
を
入
れ
、

公
園
と
い
う
公
共
の
敷
地
内
で
事
業
を
お
こ
な
い
収
益
を
上
げ
る
こ
と
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
そ

の
一
部
を
公
園
の
管
理
運
営
費
に
充
て
る
と
い
う
取
り
組
み
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
二
〇
〇
〇

年
代
の
都
市
公
園
法
改
正
を
機
に
生
ま
れ
た「Park-PFI

」と
呼
ば
れ
て
い
る
制
度
が
そ
の
ひ
と
つ
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
公
園
敷
地
内
に
た
と
え
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
が
で
き
た
と
す
る
と
、
そ
の
運
営
を

す
る
事
業
者
か
ら
自
治
体
に
年
間
一
定
額
が
支
払
わ
れ
る
わ
け
だ
（
も
の
す
ご
く
簡
単
に
書
い
て

い
る
）。 「

共
有
」
は
思
っ
て
い
る
よ
り
も
難
し
い

「
み
ん
な
の
も
の
」
で
あ
る
公
園
な
ど
、
日
常
に
ま
つ
わ
る
あ
れ
こ
れ
を
公
共
も
民
間
も
一
緒
に

な
っ
て
運
営
し
て
い
こ
う
と
い
う
力
（
公
民
連
携
、
と
言
わ
れ
た
り
す
る
）
は
、
こ
れ
か
ら
も
一

層
強
く
な
る
だ
ろ
う
。
ど
こ
の
自
治
体
も
お
金
が
な
い
か
ら
だ
。
わ
た
し
も
そ
の
制
度
を
利
用
し

た
公
園
づ
く
り
に
従
事
す
る
こ
と
も
あ
る
。

す
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
公
園
と
い
う
「
場
」
の
中
に
も
う
ひ
と
つ
の
「
場
」
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
と
き
に
先
に
引
き
合
い
に
出
し
た
よ
う
な
レ
ス
ト
ラ
ン
だ
っ
た

り
、
カ
フ
ェ
だ
っ
た
り
（
各
地
で
生
ま
れ
て
い
る
公
園
内
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
は
基
本
的
に
は
こ

の
制
度
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
は
ず
）
な
ん
で
も
い
い
の
だ
が
、
あ
る
一
定
の
面
積
を
も
っ
た
「
場
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
話
を
シ
ン
プ
ル
に
す
る
た
め
に
公
園
の
中
に
カ
フ
ェ
が
で
き
た
、
と
し
よ
う
。
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そ
の
カ
フ
ェ
で
は
大
抵
、「
思
っ
た
よ
り
売
り
上
げ
が
立
た
な
い
」
と
か
「
働
い
て
く
れ
る
人
が

い
な
い
」
と
か
、
そ
う
い
う
新
た
な
問
題
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
い
わ
ば
「
共
生
の
問
題
」

の
ひ
と
つ
。
公
園
だ
け
だ
っ
た
ら
「
遊
具
が
…
…
」
と
か
「
落
ち
葉
が
…
…
」
と
い
う
レ
ベ
ル
の

問
題
だ
っ
た
の
が
、
新
た
な
制
度
を
受
け
て
一
歩
複
雑
な
も
の
に
変
わ
る
。
そ
こ
か
ら
公
園
に
向

か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
か
経
路
な
の
か
が
生
ま
れ
て
く
る
と
、「
共
生
の
問
題
」
の
「
共
有
」
に
よ
っ

て
、
カ
フ
ェ
と
い
う
場
も
、
そ
れ
が
あ
る
公
園
と
い
う
場
も
よ
り
よ
く
な
っ
て
い
く
は
ず
。

し
か
し
そ
の
「
共
有
」
は
思
っ
て
い
る
よ
り
も
難
し
い
。
カ
フ
ェ
と
い
う
場
だ
け
を
「
分
有
」
し
、

そ
こ
で
の
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
で
そ
の
場
は
よ
く
な
る
だ
ろ
う
が
、
公
園
そ
の
も
の
は
前
の
ま

ま
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。「
売
り
上
げ
を
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
目
の
前
の
問
題
は
切
実
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
現
実
に
向
き
合
う
こ
と
で
手
一
杯
に
な
る
。
無
理
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
公
園
に
限
っ
た
話
で
は
な
い

「
場
」
を
適
切
に
運
営
す
る
た
め
に
は
な
る
べ
く
「
分
有
」
す
る
方
が
賢
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
「
分
有
」
し
た
「
場
」
固
有
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
全
体
へ
の
意
識
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
構
図
は
、世
の
中
で
よ
く
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
く
あ
る
構
図
を
超
え
て
、
全
体
に
関
わ
る
問
題
を
い
か
に
「
共
有
」
で
き
る
か
。

共
生
は
し
ん
ど
い

「
分
有
」
し
た
「
場
」
固
有
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
る
と
い
う
の
は
、
最
初
の
例
に
戻
る
と
、
家

全
体
の
「
誰
が
ゴ
ミ
を
捨
て
る
か
」
と
い
う
問
題
を
、
個
々
人
が
自
分
の
部
屋
の
ゴ
ミ
を
担
当
す

る
と
い
う
ル
ー
ル
に
し
て
解
決
す
る
よ
う
な
も
の
。
そ
れ
は
そ
れ
で
う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
。
で
も

そ
う
な
る
と
、
た
と
え
ば
廊
下
の
よ
う
な
誰
の
も
の
で
も
あ
り
、
誰
か
の
担
当
か
ら
外
れ
る
よ
う

な
箇
所
の
ゴ
ミ
を
担
当
す
る
人
が
い
な
く
な
る
。
み
ん
な
の
問
題
を
み
ん
な
で
対
応
す
る
、
と
い

う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ひ
る
が
え
っ
て
、「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」
と
い
う
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
と
、区
分
け
さ
れ
た
日
付
と
時
間
を
ひ
と
り
ず
つ（
一
組
ず
つ
）「
分
有
」す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、

担
当
し
た
。
そ
の
中
で
わ
た
し
は
二
〇
二
四
年
の
一
〇
月
一
九
日
、
二
〇
日
と
い
う
時
間
で
、「
ま

ち
を
リ
サ
ー
チ
す
る
」と
い
う
お
題
に
参
加
者
と
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
独
自
の「
ま

ち
の
見
方
」
を
実
践
し
、
披
露
し
て
み
る
よ
う
な
時
間
と
な
っ
た
。
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わ
た
し
が
「
分
有
」
し
た
場
は
と
て
も
楽
し
く
進
め
ら
れ
た
の
だ
が
、「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」

と
い
う
場
に
「
共
有
」
し
て
い
る
は
ず
の
わ
た
し
は
、
そ
の
実
、
他
の
ゲ
ス
ト
と
と
も
に
進
め
ら

れ
た
取
り
組
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
報
告
書
が
は
じ
め
て
そ
れ
を
知
る
機
会
に

な
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
別
で
耳
に
す
る
催
し
が
あ
る
の
か
、
現
時
点
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、

そ
う
い
う
「
共
有
」
す
る
た
め
の
機
会
が
で
き
る
と
理
想
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
ふ
う
に
、「
言
う
こ
と
」
は
気
軽
に
で
き
る
が
、
共
生
は
し
ん
ど
い
。
し
ん
ど
い
の
語
源

は
「
心
労
」
だ
と
聞
く
が
、
と
く
に
「
中
間
に
立
つ
人
た
ち
」
は
そ
の
過
大
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ

ス
ト
か
ら
の
心
労
や
い
か
ば
か
り
か
。
そ
れ
も
含
め
て
「
全
体
」
で
ど
う
対
応
で
き
る
の
か
。
こ

う
し
た
「
共
生
の
し
ん
ど
さ
」
に
し
っ
か
り
と
向
き
合
う
こ
と
か
ら
し
か
、
よ
り
よ
い
場
の
継
続

は
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小

さ

な

風

景

と

コ

モ

ニ

ン

グ

建
築
家
／
乾
久
美
子
設
計
事
務
所
／

横
浜
国
立
大
学
都
市
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
府・

建
築
都
市
ス
ク
ー
ル(

Y-

G
S
A) 

教
授

乾
久
美
子

榊
原
充
大　
【
さ
か
き
ば
ら
・
み
つ
ひ
ろ
】

一
九
八
四
年
愛
知
県
生
ま
れ
。
建
築
家
／
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
、
株
式
会
社
都
市
機
能
計
画
室
P
O
U
F
代
表
。
二
〇
〇
七
年
神
戸
大
学
文
学
部
人
文
学
科
芸
術
学
専

修
卒
業
。
建
築
や
都
市
に
関
す
る
調
査
・
執
筆
、
提
案
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
／
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
を
業
務
と
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ス
タ
ー
ト
か

ら
実
現
ま
で
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
二
三
年
ま
で
建
築
リ
サ
ー
チ
組
織
「
Ｒ
Ａ
Ｄ
」
を
共
同
運
営
。
二
〇
一
七
年
か
ら
京
都
市
立
芸
術
大
学

及
び
京
都
市
立
銅
駝
美
術
工
芸
高
等
学
校
移
転
整
備
工
事
設
計
共
同
体
リ
サ
ー
チ
チ
ー
ム
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
。
二
〇
一
九
年
に
、
公
共
的
な
施
設
の
計
画
や
運
営
の

サ
ポ
ー
ト
を
お
こ
な
う
「
株
式
会
社
都
市
機
能
計
画
室
」
を
設
立
。
同
年
よ
り
、
愛
知
県
岡
崎
市
「
Ｑ
Ｕ
Ｒ
Ｕ
Ｗ
Ａ
戦
略
」
Ｐ
Ｒ
の
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
担
当
。
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「
小
さ
な
風
景
」
は
共
有
の
現
場
で
あ
る

十
数
年
「
小
さ
な
風
景
」
と
い
う
リ
サ
ー
チ
を
続
け
て
い
る
。
生
活
者
が
自
律
的
に
自

ら
の
場
所
を
つ
く
り
、
つ
か
っ
て
い
る
現
場
を
記
録
し
、
分
析
す
る
と
い
う
活
動
だ
。
色
々

な
事
例
が
あ
る
。
下
町
で
見
か
け
る
路
地
園
芸
や
、
拾
っ
て
き
た
よ
う
な
ベ
ン
チ
や
椅
子

で
バ
ス
停
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
や
す
い
事
例
で
あ
る
。「
小
さ
な
風
景
」

と
言
っ
て
は
い
る
が
小
さ
い
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
大
き
な
空
間
に
小
さ
な
改
変
や
追
加

が
積
み
重
な
り
、
小
さ
な
風
景
の
集
積
で
大
き
な
場
所
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
も

含
ま
れ
る
。ま
た
、最
初
に
生
活
者
と
は
書
い
た
も
の
の
、建
築
家
な
ど
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
に
よ
る
介
入
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ず
い
ぶ
ん
多
様
な
パ
タ

ン
の
事
例
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
共
通
す
る
も
の
と
し
て
「
み
ん
な
の
も
の
で
も
あ
り
、
だ

れ
か
の
も
の
で
も
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
感
覚
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

ま
ち
な
か
で
見
か
け
る
い
い
な
と
思
え
る
風
景
の
採
取
を
複
数
名
で
や
っ
て
み
る
こ
と
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
リ
サ
ー
チ
だ
が
、「
い
い
な
」
と
思
え
る
こ
と
の
底
に
共
有
可
能
性
に
対

す
る
期
待
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
だ
。

コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
／
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
以
上
の
悲
劇

も
の
ご
と
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
近
年
で
は
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
い
う
言
葉
で
さ
か
ん
に

議
論
さ
れ
、
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
成
長
に
も
地
球
資
源
に
も
限
界
が
あ
る

中
で
、
持
続
可
能
な
社
会
を
ど
の
よ
う
に
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
か

ら
だ
ろ
う
。
コ
モ
ン
ズ
は
資
源
の
あ
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
、
こ
の
管
理
方
法
が
問
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
日
本
で
は
近
代
法
を
確
立
す
る
中
で
、
里
山
や
入
会
地
な
ど

慣
習
的
に
皆
で
共
有
し
て
い
た
も
の
を
公
か
私
の
ど
ち
ら
か
に
仕
分
け
し
て
き
た
。
世
界

的
に
は
、
つ
か
い
手
が
そ
れ
ぞ
れ
の
短
期
的
な
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
「
コ

モ
ン
ズ
の
悲
劇
」（H

ardin 1968

）
を
回
避
す
る
た
め
公
か
私
か
で
管
理
す
る
「
ハ
ー
デ
ィ

ン
・
モ
デ
ル
」
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
が
逆
に
発
展
途
上
国
に
お
い
て
は
公
や
巨
大
な
私
企

業
に
よ
る
乱
開
発
を
助
長
す
る
と
い
う
結
果
も
生
ん
だ
。

し
か
し
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
す
こ
し
違
う
事
情
が
あ
る
よ

う
だ
。
管
理
す
る
人
が
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
禁
止
し
て
し
ま
い
、
誰
も
つ
か
わ
な
く
な
っ
て

い
る
よ
う
な
場
所
の
存
在
で
あ
る
。
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
」
は
つ
か
い
手

に
よ
る
過
剰
な
利
用
に
問
題
が
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
の
場
合
は
つ
か
わ
れ
な
さ
す
ぎ
る
こ

と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
豊
か
な
資
源
が
存
在
す
る
の
に
、
誰
も
手
が
出
せ
な
い
状
態
。

こ
れ
を
筆
者
は
「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
以
上
の
悲
劇
」
と
勝
手
に
呼
ん
で
い
る
。
日
本
に
は
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つ
か
わ
れ
な
い
公
園
や
広
場
な
ど
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
こ
の
タ
イ
プ
の
悲
劇
が
存
在
し
て

い
る
が
、
管
理
者
の
対
応
が
度
を
こ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
原
因
が
あ
る
よ
う
だ
。
公
で
あ

れ
ば
徹
底
的
に
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
感
覚
が
一
種
の
ド
グ
マ
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
筆
者
の
よ
う
に
建
築
設
計
を
生
業
と
す
る
者
に
と
っ

て
は
抜
き
差
し
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
イ
キ
イ
キ
と
使
わ
れ
る
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら

心
を
つ
く
し
て
設
計
し
た
建
築
が
、
管
理
者
に
よ
っ
て
禁
止
だ
ら
け
に
さ
れ
、
誰
に
も
つ

か
わ
れ
な
い
寂
し
い
空
間
に
成
り
果
て
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
私
た
ち
の
身

の
回
り
に
あ
る
た
く
さ
ん
の
悲
劇
以
上
の
悲
劇
を
な
ん
と
か
す
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。

コ
モ
ン
ズ
か
ら
コ
モ
ニ
ン
グ
へ

さ
て
、
数
あ
る
小
さ
な
風
景
の
中
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
事
例
の
ひ
と
つ
に
、
静
岡
県
の
小

さ
な
漁
港
が
あ
る
。
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
サ
イ
ズ
が
プ
ー
ル
の
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
の

か
、
漁
船
が
あ
る
こ
と
も
気
に
せ
ず
地
元
の
老
若
男
女
が
海
水
浴
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い

う
も
の
だ
。
漁
港
は
漁
業
組
合
が
管
理
す
る
コ
モ
ン
ズ
で
あ
る
。
そ
の
漁
港
が
、
時
に
海

水
浴
場
と
い
う
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
も
つ
か
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
行
為
に
よ
っ
て

発
生
す
る
一
時
的
な
コ
モ
ン
ズ
を
、
社
会
学
者
の
デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
『
反
乱

す
る
都
市
』
と
い
う
書
籍
に
お
い
て
「
コ
モ
ニ
ン
グ
」
と
い
う
動
詞
で
表
現
し
た
。「
反
乱

す
る
都
市
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
集
団
が
コ
モ
ン
ズ
を
獲
得
す
る
行
動
、
つ
ま
り
、
コ

モ
ニ
ン
グ
が
必
要
に
な
る
と
説
い
て
い
る
（
ハ
ー
ヴ
ェ
イ 

二
〇
一
二
＝
二
〇
一
三
）。
新

自
由
主
義
的
政
策
に
よ
っ
て
都
市
空
間
も
含
め
た
公
共
財
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
、

ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
占
拠
な
ど
を
デ
モ
で
あ
る
こ
と
以
上
に
都
市
空
間
の
獲
得
で
あ
る

と
捉
え
る
本
書
は
、
コ
モ
ン
ズ
を
モ
ノ
と
し
て
で
は
な
く
コ
モ
ニ
ン
グ
と
い
う
行
為
と
し

て
捉
え
、
コ
モ
ン
ズ
が
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

コ
モ
ニ
ン
グ
は
日
本
で
も
多
く
の
事
例
が
あ
る
。
漁
港
の
海
水
浴
場
化
だ
け
で
な
く
、

花
見
シ
ー
ズ
ン
で
は
酔
客
が
公
園
を
占
拠
し
て
も
か
ま
わ
な
い
し
、
公
道
が
日
曜
市
な
ど

に
つ
か
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
あ
る
。
身
近
な
事
例
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
て
み
る
と
、
放
置

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
の
つ
か
い
方
の
練
習
を
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
も
一
時
的

な
コ
モ
ニ
ン
グ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
で

小
山
田
徹
教
授
や
藤
田
瑞
穂
氏
が
試
み
て
い
る
「
イ
ヌ
場
」＊
は
、
ま
さ
に
コ
モ
ニ
ン
グ
そ

の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
直
接
目
撃
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
か
つ
て
全
国
区
の
ニ
ュ
ー
ス

に
も
な
っ
た
京
都
大
学
学
生
の
路
上
コ
タ
ツ
活
動
も
、
コ
モ
ニ
ン
グ
の
一
種
で
あ
ろ
う
。

＊「
イ
ヌ
場
」
と
は
、
イ
ヌ
と
人
に
よ
る
共

有
空
間
を
作
る
こ
と
で
、
多
種
共
生
の
あ

り
方
に
つ
い
て
考
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

二
〇
二
四
年
四
月
に
始
動
。

参
考
︰
藤
田
瑞
穂
（
二
〇
二
四
）「
新
し
い

生
態
系
を
育
む
た
め
に
︰
「
イ
ヌ
場
」
か
ら

の
展
望
」
表
象
文
化
論
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ

タ
ー「R

epre

」五
一
号
、表
象
文
化
論
学
会
。

https://w
w

w
.repre.org/repre/ 

vol51/special/51-1/

（
最
終
閲
覧
日
︰

二
〇
二
五
年
一
月
三
一
日
）
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コ
モ
ニ
ン
グ
を
コ
モ
ン
ズ
に
昇
格
さ
せ
る
Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
理
論

ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
「
都
市
へ
の
権
利
」
の
記
述
か
ら
始
ま
り
、
オ
キ
ュ
パ
イ
運
動
な
ど

の
都
市
反
乱
や
闘
争
と
い
う
言
葉
も
出
て
く
る
『
反
乱
す
る
都
市
』
で
説
か
れ
る
コ
モ
ニ

ン
グ
。
私
た
ち
の
日
常
に
み
ら
れ
る
コ
モ
ニ
ン
グ
は
一
見
す
る
と
そ
こ
ま
で
政
治
的
な
匂

い
は
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
そ
や
か
に
闘
争
的
な
側
面
は
あ
る
。
そ
れ
は
継
続
性

と
い
う
視
点
に
立
つ
と
そ
れ
は
前
景
化
す
る
。
例
え
ば
、
前
例
の
静
岡
県
の
漁
港
で
は
継

続
的
に
海
水
浴
場
化
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
漁
業
組
合
が
遊
泳
禁
止
な
ど
と
無
粋
な
こ
と

を
言
い
始
め
た
途
端
に
、
つ
ま
り
、
そ
の
継
続
性
が
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
住

民
は
自
由
に
遊
泳
す
る
権
利
を
求
め
て
闘
争
を
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
。

で
は
、
継
続
的
な
コ
モ
ニ
ン
グ
は
い
か
に
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
。
結
局
は
ハ
ー
デ
ィ
ン
・

モ
デ
ル
へ
と
立
ち
も
ど
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
難
問
に
対
し
て
、
エ
リ
ノ

ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
と
い
う
経
済
学
者
が
打
ち
出
し
た
の
が
Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
（
セ
ル
フ
・
オ
ー
ガ

ナ
イ
ズ
ド
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
・
チ
ョ
イ
ス
）
理
論
で
あ
る
。
彼
女
は
コ
モ
ン
ズ
を
公
か
私

か
に
仕
分
け
る
と
い
う
乱
暴
な
議
論
に
異
を
唱
え
、
世
界
各
地
に
見
ら
れ
る
持
続
的
な
コ

モ
ン
ズ
を
調
査
し
、
そ
の
運
用
の
シ
ス
テ
ム
の
優
位
性
を
ゲ
ー
ム
理
論
に
よ
っ
て
証
明
し

た
。
参
照
さ
れ
た
の
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
日
本
の
事
例
で

は
里
山
な
ど
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
コ
モ
ン
ズ
に
近
い
場
所
に
住
む
住
民
が
集
ま
っ
て
つ

か
い
合
う
こ
と
で
、
コ
モ
ン
ズ
の
状
態
を
継
続
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
な
が
ら
、
運
用
ル
ー

ル
を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
可
変
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
自
然
に
お
き
て
い
る
よ
う
な
事
例
だ 

（
オ
ス
ト
ロ
ム 

一
九
九
〇
＝
二
〇
二
二
）。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
よ
う
に
も
感

じ
る
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
の
継
続
的
な
運
用
。
た
だ
、
当
た
り
前
に
見
え
る
も
の
こ
そ

証
明
が
難
し
い
中
で
、
そ
れ
を
鮮
や
か
に
論
証
し
た
Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
理
論
は
ハ
ー
デ
ィ
ン
・
モ

デ
ル
の
乗
り
越
え
と
し
て
世
界
に
衝
撃
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
現
代
に
お
け
る
多

く
の
コ
モ
ン
ズ
論
は
、
こ
の
Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
理
論
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。

Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
理
論
の
肝
は
ロ
ー
カ
ル
で
あ
る
こ
と
だ
。
た
し
か
に
静
岡
県
の
漁
港
の
事
例

は
、
漁
業
組
合
も
海
水
客
も
地
元
の
人
々
で
あ
っ
た
。
と
い
う
か
、
漁
業
組
合
に
所
属
す

る
人
々
の
子
供
た
ち
が
海
で
遊
ん
で
い
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
漁
業

に
対
す
る
理
解
も
、
海
水
浴
に
対
す
る
理
解
も
あ
る
者
が
集
ま
り
、
お
互
い
の
事
情
を
う

ま
く
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
お
互
い
に
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ひ
と
つ
の
場
所
が
複
数

の
方
法
で
つ
か
う
方
法
が
、
時
間
を
か
け
て
熟
議
さ
れ
、
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
コ
モ
ニ
ン
グ
を
常
態
化
し
、
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
の
確
か
さ
を
構
築
し
て
い
く
こ

と
は
、
時
間
も
ま
た
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
筆
者
は
こ
の
漁
港
を
何
度
か
訪
れ
て
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い
る
が
、
一
度
、
わ
ず
か
に
明
る
さ
が
残
る
よ
う
な
夕
暮
れ
時
に
、
お
爺
さ
ん
が
ひ
と
り

で
ゆ
っ
た
り
と
海
水
浴
を
楽
し
ん
で
い
る
場
面
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
足
腰
が
か
な

り
衰
え
て
い
る
感
じ
の
方
で
あ
っ
た
が
、
優
雅
に
海
に
体
を
浮
か
べ
る
時
間
を
楽
し
ん
で

お
ら
れ
た
。
こ
の
様
子
を
み
て
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
こ
の
漁
港
で
海
水
浴
を
楽
し
み
、

大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
漁
業
組
合
に
属
し
て
漁
師
と
し
て
生
計
を
た
て
て
い
た
方
だ
と
想

像
し
た
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
を
体
現
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
し
た
存
在
と

し
て
の
人
生
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
風
景
で
あ
っ
た
。

ト
ポ
ス
と
し
て
の
崇
仁

京
都
市
立
芸
術
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー
@
K
C
U
A
チ
ー
フ
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
／

プ
ロ
グ
ラ
ム
ディ
レ
ク
タ
ー
／

「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー・プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

藤
田
瑞
穂

乾
久
美
子　
【
い
ぬ
い
・
く
み
こ
】

一
九
六
九
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
一
九
九
二
年
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
建
築
科
卒
業
、
一
九
九
六
年
イ
エ
ー
ル
大
学
大
学
院
建
築
学
部
修
了
。
一
九
九
六—

二
〇
〇
〇
年
青
木
淳
建
築
計
画
事
務
所
勤
務
を
経
て
、
二
〇
〇
〇
年
乾
久
美
子
建
築
設
計
事
務
所
を
設
立
。
二
〇
〇
〇—

〇
一
年
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
建

築
科
常
勤
助
手
、
二
〇
一
一—

一
六
年
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
建
築
科
准
教
授
。
二
〇
一
六
年
よ
り
横
浜
国
立
大
学
都
市
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
府
・
建
築
都
市 

ス
ク
ー
ル
（
Ｙ-

Ｇ
Ｓ
Ａ
） 

教
授
。
主
な
作
品
に
、「
延
岡
駅
周
辺
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

延
岡
市
駅
前
複
合
施
設 

エ
ン
ク
ロ
ス
」（
二
〇
二
〇
年
日
本
建
築
学
会
賞 

（
作
品
）、
二
〇
二
〇
年
度
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
金
賞
な
ど
）、「
宮
島
口
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
」（
二
〇
二
一
年
第
一
三
回
J
I
A
中
国
建
築
大
賞
二
〇
二
一 

一
般
建
築
部
門
奨
励
賞
）、
京
都
市
立
芸
術
大
学
・
京
都
市
立
美
術
工
芸
高
等
学
校
（
共
同
設
計
作
品
）
な
ど
。

参
考
文
献

エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
（
一
九
九
〇
＝
二
〇
二
二
）『
コ
モ
ン
ズ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス—

—

人
び
と
の
協
働
と
制
度
の
進
化
』 

原
田
禎
夫
、
齋
藤
暖
生
、

嶋
田
大
作
訳
、
京
都
︰
晃
洋
書
房
。

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
（
二
〇
一
二
＝
二
〇
一
三
）『
反
乱
す
る
都
市
︰
資
本
の
ア
ー
バ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
都
市
の
再
創
造
』
森
田
成
也
、
大
屋 

定
晴
、
中
村
好
孝
、
新
井
大
輔
訳
、
東
京
︰
作
品
社
。

H
ardin, G

arret. 1968. The Tragedy of the C
om

m
ons. Science, 162 (3859): 1243–1248.
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二
〇
二
三
年
一
〇
月
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
は
「
崇
仁
地
域
」
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
し
た
。

京
都
で
は
、
戦
前
か
ら
続
く
小
学
校
の
学
区
（
元

学
区
）
が
地
域
活
動
の
単
位
と
な
っ
て
お
り
、
小

学
校
の
統
廃
合
後
も
そ
の
単
位
が
継
続
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。「
崇
仁
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
は
、

二
〇
一
〇
年
三
月
に
閉
校
し
た
崇
仁
小
学
校
の
学

区
の
こ
と
を
指
す
。
具
体
的
に
は
、
下
の
地
図
の

緑
の
部
分
で
あ
る
。

京
都
市
立
芸
術
大
学
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
敷
地
は

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
つ
の
地
区
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。

Ａ
地
区
と
そ
の
北
側
、
塩
小
路
通
以
南
に
あ
る
現
・

京
都
市
立
美
術
工
芸
高
等
学
校
の
敷
地
と
を
合
わ

せ
た
区
域
に
は
、
二
〇
二
〇
年
度
ま
で
元
崇
仁
小

学
校
の
校
舎
が
建
っ
て
い
た
。

＊

わ
た
し
が
は
じ
め
て
元
崇
仁
小
学
校
の
校
舎
を
訪
れ
た
の
は
、
二
〇
一
四
年
五
月
の
こ
と
だ
っ
た
。

教
室
の
な
か
に
入
る
と
、
二
〇
一
〇
年
三
月
で
止
ま
っ
た
ま
ま
の
、
ず
い
ぶ
ん
色
褪
せ
て
し
ま
っ
た
壁
掛
け
カ
レ
ン
ダ
ー

が
目
に
と
ま
っ
た
。
六
年
生
の
教
室
の
黒
板
に
は
、卒
業
式
の
日
に
担
任
の
先
生
が
書
い
た
と
思
し
き
詩
が
残
さ
れ
て
い
て
、

音
楽
室
の
黒
板
に
は
、
五
線
譜
の
合
間
に
子
ど
も
の
筆
跡
で
大
き
く
「
崇
仁
永
遠
」
の
文
字
が
見
え
る
。
廊
下
に
は
、「
あ

り
が
と
う
崇
仁
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
大
き
な
校
章
が
掲
示
板
い
っ
ぱ
い
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
空
間
は
在
り

し
日
の
小
学
校
の
記
憶
で
満
た
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
状
態
を
守
り
続
け
て
き
た
誰
か
の
存
在
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
。崇

仁
地
域
は
住
民
の
高
齢
化
と
若
年
層
の
流
失
な
ど
に
起
因
し
た
人
口
減
少
が
著
し
く
、
最
も
多
か
っ
た
と
き
に
比
べ
て
、

そ
の
人
口
は
一
〇
分
の
一
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
小
学
校
の
西
側
の
ブ
ロ
ッ
ク
（
Ｂ
地
区
の
北
側
）
に
は
、
フ
ェ
ン
ス
に
囲
ま
れ
た
、
雑
草
だ
ら
け
の
小
さ
な
空
き

地
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、そ
の
間
を
細
い
道
が
通
っ
て
い
た
。か
つ
て
こ
れ
ら
の
土
地
は
、家
々
が
そ
の
軒
を
寄
せ
合
い
、綿
々

と
人
々
の
生
活
が
営
ま
れ
て
き
た
場
所
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
日
に
強
く
感
じ
た
「
不
在
の
存
在
」
の
こ
と
を
、
ず
っ
と
忘
れ
ず
に
い
た
い
と
思
っ
た
。
そ
の
と
き
、
一
〇
年
後
に

移
転
し
た
あ
と
の
大
学
の
す
が
た
を
具
体
的
に
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
こ
の
あ
た
り
一
帯
が
、
完
全

七条通

塩小路通

京都タワー

京都駅ビルJR京都

近鉄京都 東海道新幹線

地
下
鉄
烏
丸
線

地
下
鉄
京
都

東
洞
院
通

高
倉
通

河
原
町
通 須

原
通高

瀬
川

鴨
川

京
阪
七
条

●◉

●◉

●◉●◉
●◉

新幹線京都

京都市立芸術大学

AB
C

A：崇仁小学校跡地（塩小路通以南、JR線路以北）
B：崇仁保育所跡地
C：市営住宅跡地

※学区の境界線については京都市自治会・町内会 ＆ NPOおうえんポータルサイト
　「京の学区案内」を参照した。
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に
解
体
さ
れ
て
更
地
に
な
り
、
大
き
な
建
物
が
建
つ
こ
と
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
、
た
だ
の
上
書
き
に
な
っ
て

は
い
け
な
い
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
移
転
が
も
た
ら
す
の
は
、崇
仁
と
い
う
場
所
を
、地
域
の
人
々
と
大
学
が
「
分
有
」
し
、

「
共
生
」
す
る
未
来
で
あ
っ
て
欲
し
い
。

＊

崇
仁
地
域
で
は
、
戦
後
、
京
都
市
に
よ
る
「
住
環
境
整
備
事
業
」
が
数
十

年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
構
造
上
、
基
礎
が
建
物
の
地
盤
の
状
況
に

対
応
し
て
適
当
で
な
い
、
防
火
・
避
難
に
支
障
が
あ
る
、
生
活
イ
ン
フ
ラ
が

整
っ
て
い
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
居
住
に
不
具
合
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
家

屋
を
買
収
し
、
新
し
い
住
居
と
し
て
市
営
の
賃
貸
住
宅
を
建
設
す
る
事
業
で

あ
る
。
し
か
し
崇
仁
地
域
で
の
当
該
事
業
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
重
な
っ
て

他
地
域
に
比
べ
て
進
行
が
遅
れ
、
家
屋
が
解
体
さ
れ
た
あ
と
、
そ
の
ま
ま
長

い
間
空
き
地
と
な
っ
た
場
所
が
多
数
あ
っ
た
（
竹
口 

二
〇
〇
一
）。
こ
れ
ら

の
余
剰
地
の
活
用
案
を
め
ぐ
る
行
政
と
地
域
と
の
長
い
協
議
の
結
果
、
京
都

市
立
芸
術
大
学
の
崇
仁
地
域
へ
の
移
転
と
い
う
こ
と
で
合
意
に
至
っ
た
。
そ

し
て
二
〇
一
四
年
一
月
に
、
京
都
市
に
よ
る
大
学
移
転
に
関
す
る
正
式
発
表

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
崇
仁
地
域
の
空
き
地
は
そ
の
ほ
か
の
区
域
に

も
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
大
学

移
転
が
完
了
し
て
い
る
本
稿
執

筆
時
に
お
い
て
も
、
空
き
地
、

未
解
体
の
建
物
と
も
に
ま
だ
か

な
り
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

な
お
近
年
、「
住
環
境
整
備
事

業
」
の
初
期
に
建
て
ら
れ
た
市

営
住
宅
は
老
朽
化
で
更
新
が
必

要
な
状
態
と
し
て
順
次
解
体
さ

れ
、
新
し
い
市
営
住
宅
の
建
設

が
進
ん
だ
。
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の

建
物
の
一
部
（
Ｃ
地
区
）
は
、

こ
れ
ら
老
朽
化
し
た
市
営
住
宅

の
跡
地
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

塩小路通北側の空き地（2019年1月、筆者撮影）

右上：2014年10月
右中・下：2016年3月
左上：2019年1月
左中・下：2024年10月

（全て筆者撮影）
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移
転
が
完
了
す
る
ま
で
に
、
大
学
移
転
に
向
け
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
い
く
つ
か
手
が
け
た
。
は
じ
め
に
実
施
し
た
の
が
、

二
〇
一
五
年
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
元
崇
仁
小
学
校
と
周
辺
の
空
き
地
を
会
場
と
し
た
展
覧
会
「still m

oving

」
で
あ

る
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
教
員
お
よ
び
卒
業
生
を
主
な
出
展
作
家
に
、
崇
仁
地
域
の
リ
サ
ー
チ
を
も
と
に
制
作
さ
れ
た
作
品

の
展
示
を
行
っ
た
こ
の
展
覧
会
に
は
、「
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
Ｈ
Ｉ
Ａ
︰
京
都
国
際
現
代
芸
術
祭
２
０
１
５
」
と
の
連
携
事
業

と
し
て
開
催
し
た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
美
術
関
係
者
が
全
国
か
ら
来
場
し
、
話
題
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
地
域
住
民
の
元

崇
仁
小
学
校
会
場
へ
の
来
場
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

そ
れ
以
後
は
移
転
ま
で
、
崇
仁
地
域
で
は
「
展
覧
会
」
を
一
度
も
企
画
し
な
か
っ
た
。
作
品
を
展
示
す
る
の
で
は
な
く
、

移
転
に
向
け
た
活
動
を
一
定
期
間
公
開
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
。
少
な
く
と
も
自
分
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
で
展
覧
会

を
開
く
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
崇
仁
の
こ
と
を
知
り
、
移
転
後
の
大
学
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
だ
っ
た
。
そ

れ
に
、
二
〇
一
六
年
度
ま
で
京
都
市
教
育
委
員
会
の
管
轄
で
あ
っ
た
元
崇
仁
小
学
校
の
校
舎
は
、
二
〇
一
七
年
度
に
管
理
が

京
都
市
立
芸
術
大
学
に
移
管
さ
れ
、
そ
れ
以
後
解
体
に
入
る
ま
で
の
間
、
大
学
の
活
動
場
所
の
一
つ
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
一
階
に
あ
っ
た
職
員
室
が
、
当
時
、
大
学
院
美
術
研
究
科
環
境
デ
ザ
イ
ン
専
攻
の
学
生

だ
っ
た
寺
岡
波
瑠
の
設
計
に
よ
り
ギ
ャ
ラ
リ
ー
空
間
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
七
年
の
年
度
末
よ
り

一
般
の
来
場
者
も
気
軽
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
崇
仁
」
と
し
て
の
活
動
が
始
ま
っ
た
。
年
に
一
度
の
「
京
都

市
立
芸
術
大
学
作
品
展
」
や
、卒
業・修
了
生
の
活
動
を
紹
介
す
る
「
教
室
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
の
展
覧
会
シ
リ
ー
ズ
（
全

一
五
回
）
な
ど
、
二
〇
二
〇
年
の
初
め
に
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
展
覧
会
が
行
わ
れ
た
。

わ
た
し
は
こ
の
展
覧
会
シ
リ
ー
ズ
や
元
崇
仁
小
学
校
で
の
ほ
か
の
活
動
に
直
接
的
に
関
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

が
、
こ
こ
を
崇
仁
で
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
な
り
の
頻
度
で
は
通
っ
て
い
た
。

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
崇
仁
」
が
で
き
て
間
も
な
い
頃
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
元
崇
仁
小
学
校
の
同
窓
会
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
元
小

学
校
教
諭
と
卒
業
生
と
が
連
れ
立
っ
て
校
舎
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
開
催
中
の
展
覧
会
を
見
て
い
た
わ
た
し
は
、
そ
の
一
行
と
す
れ

違
っ
た
。「
こ
の
貼
り
紙
、
懐
か
し
い
」
な
ど
と
、
小
学
校
の
思
い
出
を
話

し
な
が
ら
廊
下
を
進
み
、
突
き
当
た
り
に
あ
る
職
員
室
の
ド
ア
を
開
け
た

と
き
、
一
行
は
変
わ
り
果
て
た
「
職
員
室
」
を
見
て
、「
あ
れ
…
…
？
」
と

声
を
発
し
た
の
ち
、
絶
句
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
気
を
取
り
直
し
た
の
か

「
こ
こ
に
先
生
た
ち
の
机
が
あ
っ
て
…
…
」
と
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
探
検
す

る
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。

わ
た
し
は
そ
っ
と
、
そ
の
場
を
離
れ
た
。

や
が
て
こ
の
校
舎
は
解
体
さ
れ
て
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
建
つ
の
だ
。

こ
れ
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
は
い
く
ら
で
も
起
こ
る
。
し
か
し
こ
の
で
き
ご

と
も
ま
た
、
わ
た
し
の
な
か
に
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
記
憶
と
し
て

残
り
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ギャラリー崇仁
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わ
た
し
は
そ
れ
か
ら
、
崇
仁
の
ま
ち
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
数
ヶ
月
間
行
っ
て
、
最
後
に
記
録
集
を
作
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
実
施
し
た
。
予
算
の
関
係
で
一
年
完
結
の
事
業
と
は
し
た
も
の
の
、
ま
ち
を
見
つ
め
、
考
え
る
こ
と
は
ず
っ
と
続
く
行

為
で
あ
っ
て
、
終
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
、
記
録
集
は
綴
じ
ら
れ
た
冊
子
で
は
な
く
、
紙
の
両
面
を
使
っ
た
絵
巻
の
形
式
に

し
た
。
そ
う
し
て
刊
行
し
た
『still m

oving docum
ents: 

崇
仁
絵
巻
』
の
内
側
の
面
で
は
、
一
一
名
の
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ

の
視
点
で
の
記
録
を
「
す
や
り
霞
」
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
、
外
側
の
面
で
は
、
崇
仁
小
学
校
の
卒
業
生
二
人
に
よ
る
思
い
出
話

が
語
ら
れ
る
。
絵
巻
の
長
さ
は
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
っ
た
。

 

＊

二
〇
二
〇
年
度
に
元
崇
仁
小
学
校
が
解
体
さ
れ
、移
転
整
備
工
事
が
始
ま
る
と
、ま
ち
の
様
子
は
い
よ
い
よ
変
わ
っ
て
い
っ

た
。
竣
工
間
近
に
な
る
と
、
大
学
周
辺
に
あ
っ
た
空
き
家
の
解
体
が
一
気
に
進
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
工
事
用
の
仮
囲
い

が
取
れ
る
と
、
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
す
が
た
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
。
見
慣
れ
た
風
景
の
な
か
に
、
巨
大
な
建
物
が
ど
っ
し
り
と

構
え
て
い
る
。

移
転
し
て
一
年
半
が
経
と
う
と
す
る
現
在
も
、
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
新
キ
ャ
ン
パ
ス
と
そ
の
周
辺
を
眺
め
る
と
き
、
実
は

い
ま
だ
に
少
し
の
違
和
感
を
覚
え
て
し
ま
う
。
長
い
間
、
大
学
移
転
を
ず
っ
と
「
未
来
」
の
こ
と
と
し
て
考
え
続
け
て
き
た

の
で
、
自
分
が
実
際
に
そ
の
「
未
来
」
に
片
足
を
突
っ
込
ん
で
い
る
こ
と
に
、
ま
だ
頭
が
慣
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

崇
仁
と
い
う
場
所
を
、
地
域
の
人
々
と
大
学
が
「
分
有
」
し
、「
共
生
」
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

こ
れ
か
ら
で
き
る
だ
ろ
う
か
。「
未
来
」は
思
っ
て
い
た
よ
り
も
あ
い
ま
い
な
状
態
で
や
っ
て
き
て
、わ
た
し
は
相
変
わ
ら
ず
、

同
じ
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
い
る
。

さ
ら
に
一
〇
年
が
経
っ
た
と
き
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
景
色
が
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
未
来
」
は
、
い
ま
よ
り
少
し
く

ら
い
は
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
崇
仁
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
に
今
日
も

通
う
。

『still moving documents: 崇仁絵巻』（2019年、 発行：京都
市立芸術大学）

フィールドワークの様子（2018年9月／撮影：松見拓也）
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芸
術
と
社
会
の
交
差
領
域
に
お
け
る
メ
ディ
エ
ー
タ
ー
育
成
事
業　
「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」　
活
動
記
録

京
都
市
立
芸
術
大
学
が
移
転
し
た
崇
仁
と
隣
接
す
る
東
九
条
の

二
つ
の
地
域
は
、
現
在
、
再
開
発
の
た
だ
中
に
あ
り
ま
す
。
見
慣

れ
た
風
景
が
変
化
す
る
中
で
地
域
に
根
付
く
独
自
の
文
化
や
暮
ら

し
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
こ

の
問
い
は
移
転
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
る
大
学
そ
の
も
の
に
も
向
か

い
ま
す
。
芸
術
大
学
は
、
新
キ
ャ
ン
パ
ス
と
新
し
い
風
景
の
中
で

ど
の
よ
う
に
再
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
、
自
分
た
ち
が
知
っ
て
い
る
こ
と
や
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
技
術
を
一
度
、
疑
い
、
立
ち
止
ま
り
、
深
く
考
え
る
と
こ
ろ
か

ら
は
じ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
内
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
京

都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
・
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
・
ギ
ャ

ラ
リ
ー
@
K
C
U
A
）
と
地
域
が
協
働
す
る
形
で
、
共
に
生
き
、

何
か
を
共
有
す
る
た
め
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
開
講
で
す
。

田
中
功
起

藤
田
瑞
穂　
【
ふ
じ
た
・
み
ず
ほ
】

一
九
七
八
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ
チ
ー
フ
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
／
プ
ロ
グ
ラ
ム
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

文
化
表
現
論
専
攻
比
較
文
学
専
門
分
野
博
士
後
期
過
程
修
了
。
博
士
（
文
学
）。
同
時
代
を
生
き
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
と
協
働
し
、
領
域
横
断

的
な
展
覧
会
や
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
企
画
を
手
が
け
る
。
近
年
の
主
な
展
覧
会
企
画
に
、「
聞
く
／
聴
く
︰
探
究
の
ふ
る
ま
い
」(

二
〇
二
四
年)

、「Floating and 
Flow

ing —
—

新
し
い
生
態
系
を
育
む
「
対
話
」
の
た
め
に
」（
二
〇
二
四
年
）、
久
門
剛
史
「D

ear Future P
erson, 

」（
二
〇
二
三
年
）、「still m

oving final: 

学
長
室

引
越
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
二
〇
二
三
年
）、
フ
ェ
ム
ケ
・
ヘ
レ
フ
ラ
ー
フ
ェ
ン
「C

orrupted A
ir —

—

腐
敗
し
た
空
気
」（
二
〇
二
三
年
）
な
ど
。
編
著
に
『
拡
張
す
る
イ
メ
ー

ジ—
—

人
類
学
と
ア
ー
ト
の
境
界
な
き
探
究
』（
亜
紀
書
房
、
二
〇
二
三
年
）
な
ど
。
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仁
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︰
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︰
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キ
ッ
ク
オ
フ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

日時 2024年7月6日（土）13:00 – 15:30
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）
参加人数 29名

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
、と
も
に
芸

術
実
践
に
関
わ
る
知
識
と
経
験
を
深

化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
意
欲
を
持
ち
、

対
面
で
の
協
働
作
業
に
積
極
的
に
参

加
で
き
る
方
を
参
加
者
と
し
て
募
集

し
ま
し
た
。第
一
回
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
し
て
開
催
さ
れ
た「
キ
ッ
ク
オ
フ
・

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」で
は
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
関
心
を
寄
せ
る
大
学
院
生

や
社
会
人
、行
政
の
文
化
政
策
や
ま
ち

づ
く
り
担
当
者
、社
会
と
の
関
わ
り
に

意
欲
を
も
つ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、開
か
れ

た
美
術
館
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
学

芸
員
、創
造
性
を
活
用
し
た
教
育
を
目

指
す
教
員
や
教
育
学
部
の
大
学
院
生
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
ー
カ
イ
ブ
の
作
成

を
目
指
す
市
民
な
ど
が
参
加
し
、本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ー
ダ
ー
と
共
に
今

後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
意
見
が

交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

佐
藤
知
久 

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員
／
教
授

田
中
功
起 

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
構
想
設
計
専
攻
准
教
授

藤
田
瑞
穂 

京
都
市
立
芸
術
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー
@
K
C
U
A
チ
ー
フ
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
／
プ
ロ
グ
ラ
ム
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

森
野
彰
人 

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
陶
磁
器
専
攻
教
授



9899 テーマ１  ：  環境　「聞くこと」 —— 地域の再開発のなかで

テ
ー
マ
１ 

︰ 

環
境

テ
ー
マ
１
で
は
、
地
域
に
根
付
く
独
自
の
文
化

や
暮
ら
し
に
着
目
し
ま
し
た
。
高
瀬
川
を
め
ぐ

る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、「
東
九
条
マ
ダ
ン
」の

成
り
立
ち
、
土
地
の
リ
サ
ー
チ
、
地
域
で
活
動

す
る
団
体
、
ラ
ッ
プ
と
演
劇
な
ど
、
ア
ー
ト
に

近
接
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
リ
サ
ー
チ
方
法
や
表
現

方
法
を
学
び
、
将
来
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く

記
憶
に
向
き
合
い
、
分
断
を
越
え
て
人
々
の
つ

な
が
り
が
創
出
さ
れ
る
場
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
技

術
を
学
び
ま
し
た
。

「
聞
く
こ
と
」 

　
　

—
—

 
地
域
の
再
開
発
の
な
か
で

THEATRE E9 KYOTO

HAPS HOUSE

サ
イ
ト
・
ビ
ジ
ッ
ト

THEATRE E9 KYOTO

・
す
ご
す
セ
ン

タ
ー
・Social W

ork / Art Conference

（HAPS HOUSE

）・Books

×Coffee 
Sol.

・Taro House

な
ど
、
主
に
京
都
市

南
区
東
九
条
で
行
わ
れ
て
き
た
活
動
に
つ

い
て
、 

実
際
に
現
地
に
足
を
運
び
、
そ
れ
ぞ

れ
の
活
動
や
場
所
の
成
り
立
ち
、
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話
を
聞
き
ま

し
た
。
ま
た
ゲ
ス
ト
講
師
と
参
加
者
に
よ

る
交
流
の
場
を
設
け
ま
し
た
。

日時 2024年9月20日（金）17:30 – 19:30
ゲスト講師 あごうさとし（劇作家／演出家／ THEATRE E9 KYOTO 芸術監督／アーツシード京都代表理事）
 奥山理子（みずのき美術館キュレーター／ Social Work / Art Conferenceディレクター）
 髙橋誠司（タカハシ ' タカカーン ' セイジ）（障害福祉サービス事業所／文化芸術企画運営）
会場 THEATRE E9 KYOTO、すごすセンター、HAPS HOUSE
参加人数 11名

1

すごすセンター

担
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

佐
藤
知
久

田
中
功
起

藤
田
瑞
穂



Books × Coffee Sol.

Taro House

日時 2024年9月23日（月・振休）13:00 – 15:00
ゲスト講師 井上明彦（美術家）

 梁
ヤンソル

説（Books × Coffee Sol. 店主／東九条まちづくり連絡会共同代表）
会場 Books × Coffee Sol.、Taro House
参加人数 9名

2
サ
イ
ト
・
ビ
ジ
ッ
ト



102103 テーマ１  ：  環境　「聞くこと」 —— 地域の再開発のなかで

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

江
戸
時
代
に
運
河
と
し
て
開
削

さ
れ
た
人
口
河
川
で
あ
る
高
瀬

川
は
、
そ
の
一
部
が
京
都
市
立
芸

術
大
学
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
内
を

通
っ
て
お
り
、
大
学
と
周
辺
地
域

を
つ
な
ぐ
存
在
と
な
っ
て
い
ま

す
。本
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
高
瀬

川
沿
い
の
人
々
の
暮
ら
し
、
生
態

系
、
歴
史
に
つ
い
て
リ
サ
ー
チ
し

ま
し
た
。

崇仁から東九条エリアの高瀬川沿いを巡りました。川の中を実際に歩きながら遺物や
遺構を手がかりに高瀬川を巡る地域の歴史、そして「崇仁高瀬川保勝会」の成り立ち
やこれまでの活動について学びました。

日時 2024年9月1日（日）10:00 – 12:00
ゲスト講師 井上明彦（美術家）
ゲストコメンテーター　前田耕平（アーティスト／「高瀬川モニタリング部」部長）
会場 高瀬川流域（七条〜東九条付近）、
 京都市立芸術大学 講義室13（G 棟1階）
参加人数 12名

1
担
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

藤
田
瑞
穂



104105 テーマ１  ：  環境　「聞くこと」 —— 地域の再開発のなかで

2
日時 2024年10月6日（日）13:00 – 16:00
ゲスト講師 川崎義博（サウンドアーティスト）
ゲストコメンテーター　前田耕平（アーティスト／「高瀬川モニタリング部」部長）
会場 高瀬川流域（二条〜京都市立芸術大学付近）、
 京都市立芸術大学 講義室13（G 棟1階）
参加人数 12名

高瀬川の源流である二条から出発し、史跡
を辿りながら、要所要所で水音を聴き、流域
の2箇所でサウンドスケッチを行いました。
最後に、この日の体験をもとに高瀬川の音
地図を作成しました。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク



106107 テーマ１  ：  環境　「聞くこと」 —— 地域の再開発のなかで

3
日時 2024年11月16日（土）13:00 – 15:30
ゲスト講師 前田耕平（アーティスト／「高瀬川モニタリング部」部長）
ゲストコメンテーター　居原田遥（インディペンデント・キュレーター）
会場 高瀬川流域（京都市立芸術大学付近）、
 京都市立芸術大学 講義室13（G 棟1階）
参加人数 13名

「高瀬川モニタリング部」の
ナビケートのもと、17種類
の 観 察 テ ー マ カ ー ド か ら
テーマを選び、京都市立芸術
大学内の高瀬川とその周辺
を各参加者の視点で調べて
いきました。そして、それぞ
れが記入した記録シートを
もとに生息する生き物や漂
流物など高瀬川の生態系に
ついてディスカッションを
行いました。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク



108109 テーマ１  ：  環境　「聞くこと」 —— 地域の再開発のなかで

レ
ク
チ
ャ
ー

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
＋
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

コリアに繋がる表現者という共通項で出会った二人が、それぞれのアイデン
ティティの葛藤を語りとラップで共有していく実験的な会話劇『リリース』

（作・出演：FUFUNI（浜辺ふう、FUNI））を上演し、続いて参加者を交えたディ
スカッションを行いました。

人類学の観点から「環境」「人新世」について考えるため、人類学者の森田敦郎氏
によるレクチャーを実施しました。「人新世」という言葉が指し示す現在の世界
の状況から考察するアート、自然科学、人文社会科学の関係について学びまし
た。また、アーティストが作品制作を行う際の「リサーチ」の在り方について考
える機会をもちました。

日時 2024年9月14日（土）15:00 – 17:30
出演（ゲスト講師）
 浜辺ふう（劇作家／俳優）
 FUNI（ラッパー／詩人）
舞台監督 山﨑なし
会場 京都市立芸術大学 笠原記念アンサンブルホール（B 棟地下1階）
参加人数 89名

日時 2024年12月２日（月）14:00 – 16:00
ゲスト講師 森田敦郎（人類学者／大阪大学人間科学研究科教授）
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）
参加人数 45名（オンライン視聴：24名） 担

当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

田
中
功
起

担
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

佐
藤
知
久

田
中
功
起

藤
田
瑞
穂

森
野
彰
人

写真：中谷利明



110111 テーマ２  ：  ケア　「物語ること」 —— 地域文化の再発明

テ
ー
マ
２ 

︰ 

ケ
ア

テ
ー
マ
２
で
は
、
再
開
発
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
地
域
の
文
化
を
再
解
釈
、
再
発
明
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
語
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
ま
し
た
。
講
師
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で 

リ
サ
ー
チ
や
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
き
た
多
様
な
領
域
の
専
門
家
を
招
き
、 

レ
ク
チ
ャ
ー
を
通
し
て
、地
域
社
会
へ
の
実
践
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
技
術
を
学
び
ま
し
た
。

「
物
語
る
こ
と
」 —

—
 

地
域
文
化
の
再
発
明

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
展
開
し
て

い
る
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
例
を

学
び
ま
し
た
。担

当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

佐
藤
知
久

藤
田
瑞
穂

1 日時 2024年7月14日（日）13:00 – 15:00
ゲスト講師 山本麻紀子（アーティスト）
ゲストコメンテーター
 𡌶

はが

美智子（京都市立芸術大学芸術資源研究センター非常勤研究員）
会場 京都市立芸術大学 講義室13（G 棟1階）
参加人数 11名

アーティストの山本麻紀子氏がこれまでに手がけてきた、ある特定の場所につい
て観察や考察を続け、常識や習慣など日常の中で見過ごされている事柄や疑問を
糸口にして、その場に関わる人たちとのコミュニケーションの在り方を考えるプ
ロジェクトと作品制作についてのお話を聞きました。



112113 テーマ２  ：  ケア　「物語ること」 —— 地域文化の再発明

3
日時 2024年9月16日（月・祝）14:00 – 16:00
会場 kioku 手芸館「たんす」
ゲスト講師 西尾美也（美術家／ファッションデザイナー／東京藝術大学美術学部先端芸術表現科准教授）
 松尾真由子（アートマネージャー／一般社団法人brk collective代表理事）
参加人数 6名

2
日時 2024年7月27日（土）13:00 – 15:00
ゲスト講師 相原絵未（園芸家）
 山本麻紀子（アーティスト）
ゲストコメンテーター
 𡌶美智子（京都市立芸術大学芸術資源研究センター
 非常勤研究員）
会場 京都市立芸術大学 講義室13（G 棟1階）
参加人数 10名

美 術 家 の 西 尾 美 也 氏 と、
大阪市西成区山王にある
kioku 手芸館「たんす」に集
まる地域の女性たちとの共
同制作から生まれた西成発
のファッションブランド

「NISHINARI YOSHIO」の
取り組みについて、現地の
工房兼ショップを見学しな
がらお話を聞きました。

京都市立芸術大学移転などの新たなまちづくりによって
大きく変化する崇仁地域にて、工事で伐採された樹木を 
挿し木にし、それを媒介として土地の記憶や人の繋がり
を継承していくことを目指すプロジェクト「崇仁すくすく
センター」の活動について聞きました。また、挿し木の一つ 
で、現在は大学の敷地内に地植えされているバラを育て
ていくための自動潅水装置の設置作業を参加者とともに
行いました。

ケース・スタディ

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
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4 日時 2024年9月28日（土）13:00 – 17:00
 2024年9月29日（日）10:00 – 17:00　
ゲスト講師 小森はるか（映像作家）
 瀬尾夏美（アーティスト／作家）
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）
参加人数  7名

東日本大震災をきっかけに、土地と協働しながら記録をつくる活動を続けてきた小森はるか氏、瀬尾
夏美氏から、地域や取材対象の方たちに「話を聞く」ときに注意していることや、その方法論について
学びました。1日目に二人の活動についてのレクチャーを、2日目に三人一組になって「聞き書き」を
行い、それをもとに映像を制作するという一連の流れを体験するワークショップを実施しました。

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
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5

6

日時 2024年10月12日（土）13:00 – 15:00
ゲスト講師 本間智希（建築史家／京都芸術大学通信教育学部デザイン科専任講師）
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）
参加人数 13名

日時 2024年12月22日（日）13:00 – 15:00
ゲスト講師 岩間賢（美術家／東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻（壁画第二研究室）准教授）
 羽原康恵（NPO 法人取手アートプロジェクトオフィス包括ディレクター・理事／アートマネージャー）
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）
参加人数 7名

建築の歴史的観点から様々な活動をされ
ている本間智希氏によるレクチャーを 
実施しました。解体される建物をめぐる
記録・救出・制作を中心に、ケア、コミュ
ニケーションのメソッドを取り入れた改
修の実践、特に建物の持つ能力を損なわ
ないように改修を行う方法論や、文化的
景観の調査研究や研究者のためのオルタ
ナティブスペースの取り組みについて学
びました。

取手アートプロジェクトのコアプログラムである《半農半芸》では、農業や伝統技術を支える地域の方々
と創作活動を行う表現者たちが協働し、土地の革新的な可能性を開く活動を展開しています。本プログ
ラムでは参加者の興味や関心を反映して構成する「オーダーメイド・レクチャー」形式で、地域における
芸術との接点を生み出す仕組みや教育機関、行政との連携、組織運営に関する取り組みなど、「社会イン
フラとしての芸術実践」について学びました。
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1 日時 2024年8月10日（土）13:00 – 15:00
ゲスト講師 居原田遥（インディペンデント・キュレーター）
会場 京都市立芸術大学 講義室5（C 棟3階）
参加人数 12名

ミャンマーやタイで展開される活動を中心にアートアクティヴィズムが地域
の問題をどのように扱っているのか、変革を促しているのかについて、お話を
聞きました。またキュレーターの視点から、反政府運動や再開発といった社会
的・政治的文脈に加え、それらにおけるアートやアクティヴィズムの役割が 
掘り下げられ、具体的な実例を交えながら話されました。3

岡野八代氏による「ケアとフェミニズムの思想」につい
てのレクチャーを実施しました。フェミニズム思想、
ケア ( の倫理 )、政治社会の三つのテーマを軸に多様な
書籍や映画を参照しながら学びました。また、「ケア」が
市場経済の中でどのような役割を果たしているのか、
ケア労働の社会的／経済的評価がなぜ低いのか、また、
芸術行為は労働の中でどのようなところに位置づけら
れるのか、などのさまざまな議論がなされました。

2日時 2024年12月3日（火）14:00 – 16:00
ゲスト講師 モハーチ・ゲルゲイ（医療人類学／大阪大学人間科学研究科教授）
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）
参加人数 34名（オンライン視聴：12名）

モハーチ・ゲルゲイ氏による、異文化間のアプローチを用いて、健康と病気の経験
( 知識 ) の相違を調査する「医療人類学」についてのレクチャーを実施しました。 オ
ランダの人類学者・哲学者であるアネマリー・モルを例とした、ケアの実践と理論
について学びました。またレクチャー後、参加者は複数のグループに分かれてディ
スカッションを行いました。

日時 2024年12月13日（金）14:00 – 16:00
ゲスト講師 岡野八代（フェミニスト理論・政治思想史研究／同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授）
会場 京都市立芸術大学 講義室10（C 棟4–5階）
参加人数 26名（オンライン視聴：5名）
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1
日時 2024年11月24日（日）13:30 – 15:30
講師 佐藤知久（文化人類学者／京都市立芸術大学芸術資源研究センター専任研究員／教授）
ゲストコメンテーター
 アサダワタル（アーティスト／文筆家／近畿大学文芸学部教員）
 𡌶美智子（京都市立芸術大学芸術資源研究センター非常勤研究員）
会場 京都市立芸術大学 講義室12（C 棟5階）
参加人数 8名

第1回は、文化人類学者の佐藤知久氏による、
人類学と芸術におけるドキュメンテーション
の方法やアーカイブについてのレクチャーを
実施しました。人類学における歴史や倫理、
フィールドノートの記述方法について学んだ
後、ドキュメンテーションにおける主語や報告
書、記録集のあり方、美術教育についての議論
が交わされました。

2
日時 2024年12月1日（日）13:00 – 15:30
ゲスト講師 アサダワタル
コメンテーター 佐藤知久
ゲストコメンテーター 𡌶美智子
会場 京都市立芸術大学 講義室12（C 棟5階）
参加人数 20名

第2回には、アサダワタル氏による「セルフドキュ
メンテーションとしての表現」をテーマとしたレク
チャーを実施しました。他者との関係を通じて自己
が変容するドキュメンテーションの特徴、既存の表
現物から生まれる表現をドキュメンテーションする
ことや再演することに関する考察、引用される対象
が「もの」ではなく「場」となる場合など、多岐にわた
るお話を聞きました。
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A

ゲスト講師 副産物産店（矢津吉隆、山田毅）
①日時 2024年7月21日（日）13:00 – 15:00
　参加人数 7名
②日時 2024年9月1日（日）13:30 – 16:00
　参加人数 9名
③日時 2024年11月9日（土）13:30 – 16:00
　参加人数 3名
会場 京都市立芸術大学 講義室13（G 棟1階）および屋外スペース
※2024年12月14日（土）、2025年1月11日（土）の「クロージング・ミーティング」に
　講師（山田毅）が参加し、振り返りを行いました。

1



124テーマ ３：公共空間　「状況の再構築」 ——何が共有され、何が失われていくのか

京都市立芸術大学および京都市立銅駝美術工芸高等
学校の移転計画に伴い組織された建築設計チームで
の活動をきっかけとして生まれたプロジェクト「副
産物産店」では、アートの現場から副次的に生まれ
る廃材を “ 副産物 ” と呼び、それらをアートの視点
から利活用する資材循環を手掛けています。
第1回は、副産物産店のこれまでの活動に加え、京
都市立芸術大学を中心にアートの現場のゴミ処理を
巡る環境のリサーチとその周辺の人 （々アーティス
ト、大学関係者、建築家、研究者など）との対話を軸
に考案された、移転後の新しい機能 “ 芸術資源循環
センター（Art Circulation Center）” のアイデアにつ
いて聞きました。第2回には、実際に京都市立芸術
大学のゴミ捨て場を見学した後、資材循環のあり方
をめぐるディスカッションを行いました。第3回に
は、副産物産店に資材としての利活用の依頼があっ
た絵画を解体し、そのプロセスを通じて「作品の終
わらせ方」にも着目しました。そして、参加者と意見
を交わしながらトラック型のプラットフォーム「移
動式芸術資源循環センター」のプロトタイプが制作
されました。

3

2
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1日時 2024年9月７日（土）10:00 – 16:30
ゲスト講師 太田陽介（庭園ディレクター／職人／植彌加藤造園株式会社）
 鷲田悟志（庭園ディレクター／職人／植彌加藤造園株式会社）
 副産物産店（矢津吉隆、山田毅）
コメンテーター　安藤隆一郎（「身体0ベース運用法」主宰／染色作家／京都市立芸術大学美術学部染織専攻准教授）
会場 渉成園、京都市立芸術大学 崇仁テラス（G 棟横）
参加人数 15名



128129 テーマ ３：公共空間　「状況の再構築」 ——何が共有され、何が失われていくのか

2
日時 2024年11月9日（土）10:00 – 12:00
ゲスト講師 太田陽介（庭園ディレクター／職人／植彌加藤造園株式会社）
 島村幸忠（美学／日本文化論／煎茶家／大阪経済大学国際共創学部国際共創学科講師）
 鷲田悟志（庭園ディレクター／職人／植彌加藤造園株式会社）
コメンテーター　安藤隆一郎（「身体0ベース運用法」主宰／染色作家／京都市立芸術大学美術学部染織専攻准教授）
会場 京都市立芸術大学 講義室13（G 棟1階）、崇仁テラス（G 棟横）
参加人数 11名
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日時 2024年12月7日（土）9:00 – 14:30
ゲスト講師 太田陽介（庭園ディレクター／職人／植彌加藤造園株式会社）
 鷲田悟志（庭園ディレクター／職人／植彌加藤造園株式会社）
 髙田研一（髙田森林緑地研究所所長／ NPO 法人森林再生支援センター常務理事）
会場 東山トレイル（蹴上〜東山山頂公園）
参加人数 ４名

「多様性」と向き合う庭づくりを実践する植彌加藤造園の庭師、太田陽介氏と鷲田悟志氏を
講師に迎えたこのプログラムでは、計3回のレクチャー／ワークショップを実施しました。
まず第1回として、東本願寺の飛地境内地の庭園である渉成園でのレクチャーを実施した後、
大学キャンパス内で、拾ってきた素材を使って「鉢庭」を作るワークショップを行いました。
それらの「庭」を各自でいったん持ち帰り、第2回にもう一度持ち寄って新たな風景を創出し
ました。そして島村幸忠氏から煎茶と文人文化について学び、煎茶を楽しみながらその新し
い「庭」を愛でました。第3回には、太田・鷲田の両氏が林相改善を手掛ける東山を登りながら、
森林における生態環境の整備についてのレクチャーを実施しました。東山山頂公園にて森林
と樹木に関する基礎生態学の研究に長年携わる髙田研一氏が講師に加わり、森づくりとその
美学について学びました。

3
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1
日時 2024年10月19日（土）13:00 – 18:00
 2024年10月20日（日）12:30 – 15:00
ゲスト講師 榊原充大（建築家／リサーチャー／株式会社都市機能計画室 POUF 代表）
ゲストコメンテーター　山内政夫（柳原銀行記念資料館事務局長）
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）、柳原銀行記念資料館
参加人数 3名
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1日目には「リサーチャー」の仕事について、また都市リサーチの事例をみながら、「まち
を調べる」方法を学び、また、柳原銀行記念資料館を訪問し山内政夫事務局長から柳原銀
行の成り立ちやこれまでの活動について聞きました。そして、参加者自身が「崇仁」、「東九
条」、「芸大」 三つのエリアのいずれかを選び、何に注目して、どのように調べるかを決め
てリサーチを行いました。2日目にはそれぞれが行ったリサーチについてのプレゼンテー
ションを実施しました。共同アトリエや書店など地域のハブとなる場所のリサーチや、
SNS に投稿されるキーワードを通じて建設中の施設に対する反応を分析するなど、多様
な方法を用いたリサーチが紹介されました。
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日時 2024年10月26日（土）14:00 – 18:00
 2024年10月27日（日）13:00 – 17:00
ゲスト講師 26日、27日
 乾久美子（建築家／乾久美子設計事務所／横浜国立大学都市イノベーション学府・建築都市スクール
  (Y-GSA) 教授）
 郷野正広（建築家／ RING ARCHITECTS 共同主宰）

 27日
 大西麻貴（建築家／大西麻貴＋百田有希 /o+h 共同主宰、横浜国立大学都市イノベーション学府・建築都市
  スクール (Y-GSA) 教授）
 百田有希（建築家／大西麻貴＋百田有希 /o+h 共同主宰、横浜国立大学非常勤講師）
 藤原徹平（建築家／フジワラテッペイアーキテクツラボ主宰、横浜国立大学都市イノベーション学府・建築都市
  スクール (Y-GSA) 准教授）
会場 京都市立芸術大学 講義室5（C 棟3階）
参加人数 8名

両日とも前半は、乾久美子氏、o+h( 大西麻貴氏、百田有希氏 )、郷野正広氏、藤原徹平氏による、
それぞれの建築家としての仕事ならびに京都市立芸術大学新キャンパスの建築についてのレク
チャーを実施しました。後半には、新キャンパス C 棟の3階から5階の模型を作成し、現地を見な
がら図書館の活用方法についてディスカッションを行い、「場」について考えるワークショップを
実施しました。
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日時 2024年12月14日（土）13:00 – 15:30
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）および屋外スペース
参加人数 5名

1
「共生と分有のトポス」の1年間の振り返りを行いました。また、テーマ3「レクチャー
／ワークショップ A」ゲスト講師の山田毅氏より、「移動式芸術資源循環センター」
の暫定的完成形が披露されました。
各プログラムを通じて得られた成果や象徴的なエピソードについて語り合い、参加
者それぞれから感想や学びが共有されました。



138139 クロージング・ミーティング

日時 2024年12月14日（土）13:00 – 15:30
会場 京都市立芸術大学 講義室1（C 棟1階）
参加人数 5名2
各プログラムへの参加を通して、参加者それぞれが考えたこと、
またそこから発展させた活動のアイデアについてのプレゼンテーションを行いました。
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梅田郁美

「共生と分有のトポス」のプロジェクトに直接関係することだけで
なく、自身の過去の活動も振り返りながら制作した ZINE による
プレゼンテーションとなりました。
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「共生と分有のトポス」に参加する以前、頭のなかにあった文化芸術に関するキーワード。
まちづくり、地域活性化、交流、アートマネジメント、学びのきっかけや生涯学習が中心になっている。

「共生と分有のトポス」に参加した後。生物多様性、人新世、エコロジー、インフラストラクチャー、ケア、
コモニング、循環など、キーワードだけでも多くの情報が残っている。

賀門利誓

プロジェクトへの参加を経て、考え方が
どのように変化したか、またこれからど
のような活動をしていきたいかについ
て、具体的な例を挙げながらの丁寧な 
プレゼンテーションがなされました。
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土井康弘

福留あいおによるプレゼンテーション 前田香奈によるプレゼンテーション

建築に注目した崇仁・東九条地域の
リサーチ、今後の活動のアイデアに
ついて、イメージを用いながらの発
表が行われました。

「当事者」との関係性の築き方など、これ
までの経験をもとにした問いに基づいて
自身が考察したことを参加者に共有し、
ともに考える機会が設けられました。

「聞き書き」のワークショップを応用し、
インタビューを行って考えたことや、庭
のワークショップでの実験を継続・発展
させていく様子などが紹介されました。
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福祉では「社会資源」の重要性がよく語られます。今回の取り
組みを通して、学生を含む大学関係者にとって Social Work 
/ Art Conference（SW/AC）が、その人のニーズを充足させる
ひとつの資源として知られ、活用されるきっかけになればと
思い、活動紹介や開設に至る背景をお話しました。
しかしそもそも「ニーズ」とは何でしょうか。今回のように芸
術側から「福祉」や「ケア」に関心の視線が注がれていること
を感じる一方で、福祉やケアの現場で（本当に）芸術を必要と
する時とは一体どのような場合なのだろうと考えてしまいま
す。今後、そんな話をもう少し踏み込んで皆さんとしてみた
いなと思いました。

12月初旬のワークショップ最終回、参加者一同は粟田口から
東山山頂公園展望台へ登った。森林生態学の髙田研一先生と
京都盆地を眺めると、幾度も建て替えられた京都駅、開業60
年を越える京都タワー、東本願寺の御影堂・阿弥陀堂の両堂。
その手前に見える木々の塊が渉成園、そして新たな地殻変動
で隆起したかのような京都市立芸術大学が視界にあった。慶
長、寛永、昭和、平成、令和と時代を経て、勃興し、離散し、
遷移している、まるで森のようだ。京都に限らず古い日本庭
園にはその場所の歴史と文化が刻印されているが、私達庭師
の使命は、庭園に埋め込まれた古の知恵と技術を掘り起こし、
現代において捉え直そうとすることにあるのではないか。庭
は同時代を呼吸している。
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ひ
と
り
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間
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ラ
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フ
ス
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を
超
え
て
？

蔓
延
る
植
物
た
ち
の
「
庭
」

藤
田
瑞
穂

（上）木々の枝と、また別の植物の蔓などがお互いに絡まりつつ、しなやか
に伸びている。そんな様子を背景にして佇むカラスの姿は、美しい。

（中）もはや素人目にはどんな種類の植物がどう絡まりあってこうなった
のか、まったくわからないけれど、とても惹きつけられてしまう、わたし
のお気に入りの「庭」。

（下）環境省の要注意外来生物リストに載せられているセイタカアワダチ
ソウが、ターミナル駅付近の大通りの交差点にある植え込みで、こんなに
もっさりとした状態のままで冬を迎えている。なんとも豊かな光景。

京都市立芸術大学新キャンパス建設予定地周辺（崇仁地域）の風景 
（2019年1月、筆者撮影）

「
京
都
市
立
芸
術
大
学
移
転
整
備
プ
レ
事
業
」
の
た
め
に
崇
仁
地
域
に
通
う
な
か
で
、
い
ず
れ
こ
の
地
域
に

引
越
し
を
し
て
く
る
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
べ
き
な
の
か
を
ず
っ
と
考
え
て
い
た
。
地
域
の

方
々
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
を
知
ろ
う
と
す
る
う
ち
に
、
自
分
が
大
切
に
し
た
い
も
の
も
増
え
て
い
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
こ
の
地
域
で
自
由
に
生
き
る
植
物
た
ち
が
作
る
「
庭
」
だ
。

二
〇
一
九
年
に
招
聘
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ジ
ェ
ン
・
ボ
ー
を
崇
仁
地
域
に
伴
い
、
地
域
の
歴
史
資
料
館

で
あ
る
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
や
、
と
っ
て
お
き
の
「
庭
」
に
案
内
し
た
。
一
月
、
三
月
の
二
回
の
来
日
調

査
を
経
て
、
ジ
ェ
ン
は
崇
仁
地
域
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「EcoFuturesSuujin

」
＊
２ 

を
行
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
、
ジ
ェ
ン
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者
に
向
け
て
書
い
た
手
紙
＊
３ 

の
一
節
を
引
用
し
た
い
。

今
年
（
二
〇
一
九
年
）
の
一
月
、
私
は
初
め
て
崇
仁
地
域
を
訪
れ
、
い
く
つ
か
の
事
実
や
そ
こ
で
見
た

も
の
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
そ
こ
に
あ
る
た
く
さ
ん
の「
空
き
地
」。
最
盛
期
に
は
一
〇
、〇
〇
〇
人
だ
っ

た
人
口
が
一
、〇
〇
〇
人
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
こ
と
。
鴨
川
と
高
瀬
川
と
い
う
、
た
く
さ
ん
の
生
き
物
を

育
む
こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
川
を
有
す
る
と
い
う
特
徴
的
な
環
境
。
屠
畜
業
者
、
皮
革
職
人
、
庭
師
と
い
っ

た
、
こ
の
地
域
の
人
々
が
長
く
携
わ
っ
て
き
た
職
業
が
、
動
物
や
植
物
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
。

ま
た
こ
の
地
域
が
、
平
等
の
観
念
を
中
心
と
し
た
長
き
に
渡
る
社
会
運
動
の
歴
史
を
持
つ
こ
と
。
そ
し
て

近
い
将
来
に
控
え
る
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
移
転
が
、
こ
の
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
景
観
、
生
態
系
を

大
き
く
変
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崇
仁
地
域
と
い
う

比
類
の
な
い
実
り
多
き
場
所
は
、
現
在
の
「
人
新
世
」
の
道
筋
か
ら
か
け
離
れ
た
生
態
系
の
将
来
像
を
私

に
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

＊
１

＊
八
八—

八
九
頁
参
照
。

＊
２

「EcoFuturesSuujin

」
香
港
拠
点
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、

ジ
ェ
ン
・
ボ
ー
が
、
活
動
家
、
美
術
家
、
建
築
家
、
文

化
人
類
学
者
、
歴
史
学
者
、
生
態
学
者
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
専
門
を
持
つ
人
々
と
と
も
に
、
よ
り
良
き
生
態
学

的
未
来
、
全
て
の
種
の
生
物
に
お
け
る
平
等
を
考
え
る

た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
実
施
日
︰
二
〇
一
九
年
五

月
二
四
日—

二
六
日
）。
最
終
日
に
は
、
日
本
初
の
人

権
宣
言
で
あ
る
「
水
平
社
宣
言
」（
一
九
二
二
年
）
を

全
て
の
種
に
お
け
る
平
等
を
目
指
す
も
の
へ
と
更
新
す

る
新
し
い
宣
言
文
案
を
作
成
し
た
。

レ
ポ
ー
ト
記
事
︰

h
ttp

s://g
a

lle
ry.kc

u
a

.a
c

.jp
/a

rtic
le

s/ 
2020/4006/

（
最
終
閲
覧
日
︰
二
〇
二
四
年
一
二
月

九
日
）

＊
３

こ
の
手
紙
の
内
容
な
ら
び
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「E
coFuturesS

uujin

」
の
内
容
、
新
し
い
宣
言
文

案
な
ど
は
『S

uujin V
isual R

eader 

崇
仁
絵
読
本
』

（
京
都
市
立
芸
術
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ
、

二
〇
二
一
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

https://gallery.kcua.ac.jp/publications/ 
2021/6497/

（
最
終
閲
覧
日
︰
二
〇
二
四
年
一
二

月
九
日
）

長
年
に
わ
た
る
住
環
境
整
備
事
業
＊
１
に
よ
っ
て
空
き
地
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
た
崇
仁
地
域
で
、
植
物
が
自

由
気
ま
ま
に
生
き
生
き
と
蔓
延
る
さ
ま
を
眺
め
る
の
が
、
わ
た
し
は
と
て
も
好
き
だ
っ
た
。
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そ
れ
か
ら
、
崇
仁
地
域
に
お
け
る
「
現
在
の
「
人
新
世
」
の
道
筋
か
ら
か

け
離
れ
た
生
態
系
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
、
ジ
ェ
ン
か
ら
渡
さ
れ
た
宿

題
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
移
転
が
、
少
な
か
ら

ず
こ
の
地
域
の
「
生
態
系
」
に
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ

た
。
そ
の
あ
と
に
何
が
で
き
る
か
、
何
を
す
る
べ
き
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考

え
る
う
ち
、
翌
二
〇
二
〇
年
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓
延
し
、
ま
た
元

崇
仁
小
学
校
が
建
築
工
事
に
向
け
て
解
体
さ
れ
た
た
め
に
拠
点
を
失
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
地
域
で
の
活
動
が
容
易
で
な
い
状
態
が
続
い
た
。
そ
し
て
結

局
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
あ
る
程
度
落
ち
着
い
て
か
ら
も
移
転
の
日
ま
で
に
は

崇
仁
地
域
で
の
活
動
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
考
え
る
こ
と
ま

で
中
断
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「EcoFuturesSuujin

」
に
続
く
ジ
ェ
ン

と
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
約
一
年
半
か
け
て
崇
仁
地
域
の
魅
力
を
伝
え

る
小
さ
な
本
『Suujin Visual Reader 

崇
仁
絵
読
本
』（
二
〇
二
一
）
を
制

作
し
、
ま
た
同
様
の
問
題
意
識
の
延
長
線
上
に
あ
る
展
覧
会
企
画
＊
４ 

を
い
く

つ
か
実
施
し
た
り
し
な
が
ら
、
未
来
に
想
い
を
馳
せ
て
い
た
。

地
域
の
行
事
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
休
止
が
続
き
、

二
〇
二
三
年
に
春
祭
り
（
船
鉾
、
曳
山
巡
行
）
が
再
開
さ
れ
た
頃
に
は
も
う
、

新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
築
は
か
な
り
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
工
事
の
仮
囲
い
の

向
こ
う
に
は
、
巨
大
な
灰
色
の
建
築
物
が
見
え
た
。
施
工
業
者
の
入
札
は

二
〇
二
〇
年
と
二
一
年
。
そ
こ
か
ら
建
築
資
材
は
高
騰
し
、
い
ろ
い
ろ
な
設

備
が
削
減
さ
れ
、
設
計
図
に
は
た
く
さ
ん
配
置
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
樹
木
も
、

ほ
ん
の
少
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ジ
ェ
ン
が
言
っ
て
い
た

「
将
来
像
」
か
ら
は
か
な
り
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。

も
や
も
や
し
て
い
る
う
ち
に
、
怒
涛
の
引
越
し
作
業
が
始
ま
っ
た
。

「
な
い
」
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
る

植
物
と
塀
に
囲
ま
れ
た
郊
外
の
旧
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
、
京
都
駅
す
ぐ
に
あ

り
、
門
も
塀
も
な
く
道
路
か
ら
ま
る
見
え
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
し
た
こ

と
は
、
大
学
に
い
る
す
べ
て
の
人
々
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
先
述
の
通
り
、

あ
る
べ
き
は
ず
だ
っ
た
設
備
が
な
い
。
活
動
時
間
は
厳
し
く
定
め
ら
れ
、
何

を
や
っ
て
よ
く
て
、
何
が
ダ
メ
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
屋
外
で
の
拠
り
所
に

な
る
よ
う
な
樹
木
の
あ
る
場
所
も
な
い
。
学
生
た
ち
は
た
い
て
い
建
物
の
な

か
に
い
て
、
あ
ま
り
外
に
は
長
く
留
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
コ
ン
ク

リ
ー
ト
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
寒
々
し
い
通
り
を
眺
め
な
が

『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』森夕香による原画

＊
４

グ
ス
タ
フ
ソ
ン
＆
ハ
ー
ポ
ヤ
「B

ecom
ing—

—

地
球

に
生
き
る
た
め
の
提
案
」（
二
〇
二
一
年
一
月
三
〇

日—

三
月
二
一
日
、京
都
市
立
芸
術
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー

＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ
）

展
覧
会
ア
ー
カ
イ
ブ
ペ
ー
ジ
︰

h
ttp

s://g
a

lle
ry.kc

u
a

.a
c

.jp
/a

rc
h

ive
s/ 

2020/319/

（
最
終
閲
覧
日
︰
二
〇
二
四
年
一
二
月

九
日
）

グ
ス
タ
フ
ソ
ン
＆
ハ
ー
ポ
ヤ
（
二
〇
二
一
）『
つ
ぼ
み

の
本
─
─
地
球
に
生
き
る
た
め
の
手
引
き
』（
京
都
︰

京
都
市
立
芸
術
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ
）

https://gallery.kcua.ac.jp/publications/ 
2021/5703/

（
最
終
閲
覧
日
︰
二
〇
二
四
年
一
二

月
九
日
）

フ
ェ
ム
ケ
・
ヘ
レ
フ
ラ
ー
フ
ェ
ン
「C

orrupted 
A

ir—
—

腐
敗
し
た
空
気
」（
二
〇
二
三
年
一
月
二
八

日—

三
月
二
一
日
）

展
覧
会
ア
ー
カ
イ
ブ
ペ
ー
ジ
︰

h
ttp

s://g
a

lle
ry.kc

u
a

.a
c

.jp
/a

rc
h

ive
s/ 

2022/9650/

（
最
終
閲
覧
日
︰
二
〇
二
四
年
一
二

月
九
日
）
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ク
シ
ョ
ッ
プ
Ｂ
］）
に
つ
い
て
書
こ
う
と
思
う
。

「
多
様
性
」
と
向
き
合
う
庭
づ
く
り
を
実
践
す
る
植
彌
加
藤
造
園
の
庭
師
、
太
田
陽
介
と
鷲
田
悟
志
を
講
師

に
迎
え
た
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
三
回
の
レ
ク
チ
ャ
ー
／
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
し
た
。
ま
ず
第
一
回

（
二
〇
二
四
年
九
月
七
日
実
施
、一
二
六—

一
二
七
頁
参
照
）
は
、京
都
市
立
芸
術
大
学
か
ら
徒
歩
約
一
〇
分
、

崇
仁
地
域
の
歴
史
に
も
深
く
関
わ
る
東
本
願
寺
の
飛
地
境
内
地
の
庭
園
で
あ
る
渉
成
園
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
太
田
・
鷲
田
の
二
人
は
御
用
達
と
し
て
渉
成
園
を
担
当
し
、
生
物
多
様
性
に
配
慮
し
た

庭
の
手
入
れ
・
管
理
を
実
践
し
て
い
る
。
こ
の
日
は
朝
か
ら
渉
成
園
を
巡
り
な
が
ら
、
外
来
種
や
害
虫
を
駆

除
す
る
な
ど
力
づ
く
で
ね
じ
伏
せ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
都
合
で
植
栽
さ
れ
、
不
自
然
な
状
態
に
陥
っ
て

い
る
場
所
が
抱
え
る
問
題
を
突
き
止
め
、
少
な
い
手
数
で
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
調
和
を
目
指
す
、
現
代
の
環

境
に
合
わ
せ
た
庭
園
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
話
を
聞
い
た
。
ま
た
、
池
の
中
に
位
置
し
、
庭
園
内
の
他

の
場
所
と
は
地
続
き
に
な
っ
て
い
な
い
「
南
大
島
」
で
は
、
東
本
願
寺
の
「
命
を
大
切
に
」
と
い
う
教
え
に

従
い
、
本
来
は
駆
除
対
象
で
あ
る
外
来
種
と
の
共
存
に
よ
る
、
時
代
に
合
わ
せ
た
新
し
い
美
意
識
を
模
索
し

て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
一
〇
〇
年
、
二
〇
〇
年
経
っ
た
後
を
見
据
え
つ
つ
、
そ
の
と
き
に
は
ま
た
時
代

に
合
わ
せ
た
管
理
の
方
法
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
痕
跡
を
庭
の
歴
史
の
な

か
に
刻
む
と
い
う
、
一
人
の
人
間
の
ラ
イ
フ
ス
パ
ン
を
超
え
た
活
動
の
あ
り
方
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
は
、

庭
と
い
う
領
域
を
超
え
て
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
々
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

こ
の
日
の
午
後
か
ら
は
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
、
拾
っ
て
き
た
素
材
を
使
っ
て
「
ジ
ャ
ン
ク
庭
」（
鉢
庭
）

ら
、「
現
在
の
「
人
新
世
」
の
道
筋
か
ら
か

け
離
れ
た
生
態
系
」
を
育
む
た
め
に
、い
っ

た
い
何
を
す
れ
ば
良
い
の
か
を
考
え
な
が

ら
、
最
初
の
半
年
を
過
ご
し
た
。

そ
し
て
二
〇
二
四
年
の
春
か
ら
、
と
り

あ
え
ず
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
始
め
た
。
さ

ら
に
「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
参
画
し
て
、
毎
週
の
よ
う
に

イ
ベ
ン
ト
に
携
わ
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
が
、

地
域
と
大
学
の
「
生
態
系
」
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
る
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
こ
こ
に
は
と
て
も
全
部
書
き
切
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
話

の
流
れ
に
沿
っ
て
、「
庭
」
に
つ
い
て
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
（
テ
ー
マ
３ 

公
共
空
間
「
状
況

の
再
構
築
」—

—
何
が
共
有
さ
れ
、
何
が

失
わ
れ
て
い
く
の
か［
レ
ク
チ
ャ
ー
／
ワ
ー

京都市立芸術大学新キャンパス
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を
作
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
た
。「
庭
」
の
核
と
な
る
「
依よ

り
し
ろ代

」
を
決
め
、そ
れ
を
軸
に
構
成
し
て
い
く
。

午
前
中
の
レ
ク
チ
ャ
ー
で
は
「
依
代
」
の
例
と
し
て
大
き
な
石
が
示
さ
れ
た
が
、
必
ず
し
も
石
で
な
く
て
も

良
く
、
た
だ
し
土
に
し
っ
か
り
と
そ
の
一
部
が
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
。

心
を
込
め
て
作
る
の
で
あ
れ
ば
、
特
別
な
素
材
が
な
く
て
も
「
庭
」
は
成
立
す
る
。
わ
た
し
は
＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ

の
廃
材
で
あ
る
鋭
角
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
木
材
を
「
依
代
」
に
し
て
、日
々
の
営
み
の
美
し
い
循
環
を
願
う
「
庭
」

を
作
っ
て
み
た
。
そ
し
て
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
が
込
め
ら
れ
た
「
庭
」
を
並
べ
て
、
そ
の
集
合
体
が

ま
た
新
し
い
「
庭
」
に
な
っ
た
。
現
在
、
樹
木
の
乏
し
い
新
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
あ
る
が
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
の
様
子
か
ら
、
拠
り
所
と
な
る
「
庭
」
を
作
り
、
現
状
を
変
え
て
い
く
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
希
望
が

得
ら
れ
た
。
風
景
は
お
膳
立
て
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
居
る
人
が
変
え
て
い
く
も
の
だ
。
し
か
し

そ
の
過
程
で
、
人
の
都
合
で
自
然
を
捻
じ
曲
げ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
寄
り
添
い
つ
つ
考
え
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

無
為
自
然
と
「
庭
」

そ
れ
ら
の「
庭
」を
各
自
で
い
っ
た
ん
持
ち
帰
り
、二
ヶ
月
後
に
行
わ
れ
た
第
二
回
レ
ク
チ
ャ
ー（
二
〇
二
四

年
一
一
月
九
日
実
施
、
一
二
八—

一
二
九
頁
参
照
）
で
、
も
う
一
度
「
庭
」
を
持
ち
寄
っ
て
新
た
な
風
景
を

創
出
し
た
。「
庭
」
は
、植
え
付
け
た
植
物
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
も
、あ
り
の
ま
ま
で
持
ち
寄
り
ま
し
ょ

う
、と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
『
渉
成
園
記
』
を
記
し
、美
し
さ
を
讃
え
た
文
人
の
頼
山
陽
に
ち
な
ん
で
、

『
頼
山
陽
と
煎
茶
︰
近
世
後
期
の
文
人
の
趣
味
と
そ
の
精
神
性
に
関
す
る
試
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
二
二
）

の
著
者
で
あ
る
島
村
幸
忠
か
ら
煎
茶
と
文
人
文
化
に
つ
い
て
学
び
、煎
茶
を
楽
し
み
な
が
ら
そ
の
新
し
い「
庭
」

を
愛
で
た
。

京
都
市
立
芸
術
大
学
の
前
身
で
あ
る
京
都
府
画
学
校
の
創
立
者
の
一
人
で
あ
る
田
能
村
直
入（
一
八
一
四—

一
九
〇
七
）
は
、当
時
の
有
力
な
文
人
、南
画
家
で
あ
る
。
南
画
と
は
中
国
の
南
宋
画
を
日
本
的
に
解
釈
し
た
、

江
戸
時
代
後
期
の
画
派
を
指
す
。
一
八
七
八
年
、
当
時
の
京
都
府
知
事
で
あ
っ
た
槇
村
正
直
に
、
ま
ず
直
入

に
よ
る
画
学
校
開
設
の
建
言
書
が
提
出
さ
れ
、
次
い
で
京
都
画
壇
の
画
家
、
幸
野
楳
嶺
、
望
月
玉
泉
及
び
巨

勢
小
石
、
久
保
田
米
僊
の
連
名
の
建
議
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
学
校
設
立
の
資
金
集
め
に
奔
走
し
た

直
入
は
一
九
八
〇
年
の
開
学
に
伴
い
、
摂
理
（
学
校
の
代
表
者
、
現
在
の
学
長
に
あ
た
る
）
に
就
任
し
た
が
、

学
内
で
の
各
画
派
の
度
重
な
る
衝
突
の
責
任
を
と
っ
て
一
八
八
四
年
に
は
学
校
を
去
る
。
現
在
、学
校
の
初
期

教
育
に
尽
力
し
た
功
労
者
と
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
胸
像
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
の
京
都
画
壇
を

担
っ
た
画
家
た
ち
の
師
匠
と
し
て
も
有
名
な
幸
野
楳
嶺
（
一
八
四
四—

一
八
九
五
）
で
あ
り
、
直
入
で
は
な

い
。以
前
は
活
動
の
拠
点
が
京
都
の
外
で
あ
っ
た
こ
と
、南
画
の
専
門
教
育
が
続
か
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

学
校
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
直
入
は
そ
の
功
績
の
わ
り
に
は
影
が
薄
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ 

で
二
〇
一
八
年
に
行
っ
た
展
覧
会
、田
村
友
一
郎
「
叫
び
声
／H

ell Scream

」 

＊
５ 

で
は
こ
の
直
入
に
注
目
し
、

彼
が
学
校
に
遺
し
た
煎
茶
道
具
や
文
房
具
、中
国
絵
画
な
ど
の
教
育
資
料
を
活
用
し
た
。展
示
映
像
の
な
か
で
、

田
村
は
唐
代
の
詩
人
・
盧ろ

ど
う仝

の
『
七
碗
茶
歌
』
を
引
用
し
て
い
る
。

＊
５

明
治
一
五
〇
年
・
京
都
の
キ
セ
キ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
／ 

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
収
蔵
品
活
用
展　

田
村
友
一
郎「
叫
び
声
／H

ell S
cream

」（
二
〇
一
八

年
七
月
二
一
日—

八
月
一
九
日
）

展
覧
会
ア
ー
カ
イ
ブ
ペ
ー
ジ
︰

h
ttp

s://g
a

lle
ry.kc

u
a

.a
c

.jp
/a

rc
h

ive
s/ 

2018/1537/

（
最
終
閲
覧
日
︰
二
〇
二
四
年
一
二
月

九
日
）
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一
碗
喉
吻
潤
。
二
碗
破
孤
悶
。

三
碗
搜
枯
腸
、
唯
有
文
字
五
千
卷
。

四
碗
発
軽
汗
、
平
生
不
平
事
、
尽
向
毛
孔
散
。

五
碗
肌
骨
軽
、
六
碗
通
仙
霊
。

七
碗
吃
不
得
也
、
唯
覚
両
腋
習
習
清
風
生
。

一
杯
目
で
喉
が
潤
い
、
二
杯
目
で
孤
独
を
忘
れ
る
。

三
杯
目
は
腸
に
染
み
渡
り
、
野
心
も
消
え
る
。

四
杯
目
で
軽
く
汗
を
か
き
、
不
平
が
毛
穴
か
ら
発
散
す
る
。

五
杯
目
で
皮
膚
と
骨
が
清
ら
か
に
な
り
、

六
杯
目
で
仙
人
の
世
界
へ
と
通
じ
る
。

七
杯
目
は
も
は
や
飲
む
必
要
は
な
く
、

た
だ
両
脇
に
清
ら
か
な
風
を
感
じ
る
の
み
で
あ
る
。
＊
６

茶
を
嗜
む
こ
と
に
よ
り
、清
廉
潔
白・無
為
自
然
と
い
う
理
想
の
境
地
に
至
る
と
い
う
、盧
仝
が
説
い
た
「
清

風
の
茶
」
の
思
想
に
見
る
精
神
性
は
、
江
戸
時
代
の
文
人
に
よ
っ
て
煎
茶
道
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
そ
し

て
こ
の
風
雅
を
好
む
文
人
の
美
学
は
、
庭
や
建
築
の
造
形
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
『
渉

成
園
記
』
に
お
い
て
園
内
の
美
し
い
風
景
や
建
物
を
選
び
記
し
た
「
渉
成
園
十
三
景
」
な
ど
か
ら
も
伺
え
る
。

枯
れ
た
古
木
と
、
少
し
く
た
び
れ
て
し
ま
っ
た
「
庭
」
た
ち
で
作
る
新
し
い
「
庭
」
は
、
ま
さ
に
「
無
為

自
然
と
い
う
理
想
の
境
地
」
と
い
う
も
の
を
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
二
〇
二
四
年
と
、

「
叫
び
声
／H

ell Scream

」
を
実
施
し
た
二
〇
一
八
年
と
を
頭
の
中
で
往
還
し
な
が
ら
、
あ
た
か
も
そ
の
六

年
間
の
慌
た
だ
し
い
日
々
を
鎮
魂
す
る
儀
式
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
そ
の
日
煎
茶
は
二
杯

し
か
飲
ん
で
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
二
〇
一
八
年
に
何
度
か
飲
ん
だ
煎
茶
の
味
を
思
い
出
し
て
、
さ
ら
に
杯
を

重
ね
、
七
杯
目
ま
で
飲
ん
だ
気
分
だ
っ
た
。「
無
為
自
然
と
い
う
理
想
の
境
地
」
に
達
し
た
か
ど
う
か
は
、
よ

く
わ
か
ら
な
い
。

依
代
と
神
籬

第
三
回
（
二
〇
二
四
年
一
二
月
七
日
実
施
、
一
三
〇—

一
三
一
頁
参
照
）
で
は
太
田
・
鷲
田
の
二
人
が
林

相
改
善
を
手
掛
け
る
東
山
を
登
り
な
が
ら
、
森
林
に
お
け
る
生
態
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を

実
施
し
た
。
東
山
山
頂
公
園
に
て
森
林
と
樹
木
に
関
す
る
基
礎
生
態
学
の
研
究
に
長
年
携
わ
る
髙
田
研
一
が

講
師
に
加
わ
り
、
森
づ
く
り
と
そ
の
美
学
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
参
加
者
一
人
一
人
の
こ
と
を
掴
ん
だ
上
で
進

め
ら
れ
る
髙
田
の
話
は
、
表
面
的
に
は
森
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
も
っ
と
深
い
読
み
の
可
能
性

が
含
ま
れ
た
豊
か
な
も
の
だ
っ
た
。
巧
み
な
話
術
に
引
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
冷
え
込
む
森
の
な
か
で
、
わ
た

し
た
ち
は
長
い
時
間
を
過
ご
し
た
。

庭
に
お
け
る
「
依
代
」
と
同
じ
よ
う
に
、
森
の
な
か
に
は
「
神ひ

も
ろ
ぎ籬

」
と
な
る
木
が
存
在
す
る
。
そ
う
し
た

＊
６

中
国
語
表
記
、
日
本
語
訳
と
も
に
映
像
字
幕
よ
り
引

用
。
な
お
「
二
碗
破
孤
悶
」
は
「
兩
碗
破
孤
悶
」
と

表
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
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大
木
を
核
に
、
や
は
り
こ
こ
で
も
既
存
の
環
境
を
生
か
し
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
本
来
あ
る
べ
き
生
態

系
の
あ
り
方
に
近
づ
け
て
い
く
管
理
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。一
、〇
〇
〇
年
を
超
え
る
長
い
月
日
の
な
か
で
、

人
間
が
介
入
す
る
こ
と
で
変
化
し
て
い
っ
た
森
林
の
現
状
を
、数
百
年
先
を
見
越
し
て
整
え
て
い
く
。そ
れ
は
、

庭
の
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
の
活
動
だ
っ
た
。
髙
田
い
わ
く
、
そ
れ
は
「
人
間
で
は
な
く
、

神
様
の
た
め
の
庭
を
作
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
。

ま
た
髙
田
は
、
こ
れ
か
ら
の
崇
仁
地
域
で
は
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
が
「
依
代
」
に
な
る
こ
と
で
、
流
れ

は
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
と
話
し
て
い
た
。
レ
ク
チ
ャ
ー
終
了
後
、
下
山
す
る
前
に
展
望
台
か
ら
み
た
京
都
市

立
芸
術
大
学
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
確
か
に
「
依
代
」
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
存
在
感
が
あ
っ
た
。
新
キ
ャ

ン
パ
ス
の
屋
根
は
、
京
都
の
伝
統
的
な
屋
根
景
観
に
み
る
「
折
れ
、
反
り
、
起む

く
り
」
の
要
素
を
取
り
入
れ

た
流
線
型
の
形
状
を
し
て
お
り
、
山
頂
か
ら
見
る
と
明
ら
か
に
目
立
っ
て
い
た
。
レ
ク
チ
ャ
ー
の
直
後
だ
っ

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
京
都
タ
ワ
ー
の
展
望
台
か
ら
眺
め
た
と
き
＊
７
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
存
在
感
を
感
じ

る
こ
と
も
な
か
っ
た
、
こ
の
波
打
つ
屋
根
を
持
つ
建
築
群
が
、
確
か
に
周
囲
の
流
れ
を
集
め
る
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
そ
の
も
の
が
「
依
代
」
と
な
っ
て
、
そ
の
周
囲
に
新
し
い
風
景
を
築
い
て

い
く
。
と
て
も
壮
大
な
話
だ
っ
た
。「
庭
」の
話
だ
っ
た
は
ず
が
、も
は
や「
庭
」の
領
域
を
軽
く
超
え
て
い
た
。

そ
ん
な
ス
ケ
ー
ル
の
話
で
、
い
っ
た
い
個
人
に
何
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
思
い
返
し
て
み

る
と
、
大
き
な
森
に
対
し
て
、
人
間
は
あ
ま
り
に
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
太
田
と
鷲
田
の
地

道
な
実
践
は
、
数
百
年
先
の
森
の
将
来
像
を
た
し
か
に
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
自
然
に

寄
り
添
う
」
と
い
う
こ
と
の
強
み
な
の
だ
ろ
う
か
。「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」
と
い
う
名
の
も
と
に
い
ろ
い

ろ
や
っ
て
来
た
け
れ
ど
、「
人
間
以
上
」
の
概
念
に
お
け
る
「
共
生
」
と
は
何
な
の
か
、
わ
た
し
は
き
っ
と
、

ま
だ
本
当
の
意
味
で
は
掴
み
き
れ
て
い
な
い
。

そ
う
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
超
越
し
た
概
念
に
触
れ
て
、
な
ん
だ
か
と
て
も
不
思

議
な
感
覚
に
陥
り
な
が
ら
山
を
下
り
て
い
っ
た
。
下
り
の
山
道
は
身
体
も
ふ
わ
ふ
わ
し
て
、落
ち
着
か
な
か
っ

た
。
翌
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
大
学
で
仕
事
を
し
た
。
あ
の
山
頂
で
感
じ
た
、
将
来
的
に
「
依
代
」
と
な
る

の
か
も
し
れ
な
い
存
在
感
み
た
い
な
も
の
は
、
こ
こ
に
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
だ
。
わ
た
し
は
す
っ

か
り
日
常
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
山
頂
か
ら
見
た
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
、
不
思
議
な
存
在
感
の
こ
と
は
、

ず
っ
と
頭
の
片
隅
に
あ
る
。

思
え
ば
「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
終
わ
っ
た
あ
と
に
頭
の
な
か
に
い
く
つ
か

の
言
葉
が
漂
っ
て
、
消
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
ふ
と
し
た
瞬
間
に
、
そ
れ
ら
が
ふ

わ
り
と
浮
か
ん
で
き
て
、
そ
の
た
び
に
思
考
の
森
の
奥
へ
と
導
こ
う
と
す
る
よ
う
な
。

「
共
生
と
分
有
の
ト
ポ
ス
」
と
い
う
場
を
と
も
に
し
た
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
ん
な
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
と
て
も
嬉
し
い
。

＊
７

京
都
タ
ワ
ー
展
望
台
の
標
高
は
約
一
〇
〇
ｍ
。
東
山

山
頂
公
園
の
標
高
は
約
一
五
〇
ｍ
。
な
お
、
そ
の
際

に
撮
影
し
た
写
真
は
八
九
頁
に
掲
載
。

初
出
＝
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
『artscape

』
二
〇
二
四
年 

一
二
月
二
三
日
公
開 

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
ズ
ノ
ー
ト 

（
Ｄ
Ｎ
Ｐ
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
・
発
行
）

U
R

L

＝ https://artscape.jp/article/28527/

な
お
、本
冊
子
掲
載
の
た
め
に
加
筆
・
改
訂
を
行
っ
た
。
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