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な
ぜ
、
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
の
か
？

辺
境
と
し
て
の
東
京
／
多
摩
を
外
か
ら
み
る

　

多
摩
地
域
は
、
東
京
二
三
区
に
比
べ
て
広
大
か
つ
奥
多
摩
や
多
摩
川
な
ど
の
比
較
的
自
然
度
の
高
い
地
域
か
ら
、

八
王
子
や
吉
祥
寺
と
い
っ
た
大
き
な
商
圏
、
都
心
か
ら
郊
外
に
向
け
て
開
発
さ
れ
た
電
車
網
と
そ
れ
に
付
随
す
る
大

き
な
住
宅
地
な
ど
多
様
な
地
理
的
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
高
度
経
済
成
長
期
に
は
大
規
模
な
人
口
流
入
が
あ
り
、

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
開
発
は
都
心
へ
の
通
勤
者
の
住
居
や
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
支

え
ま
し
た
。
一
方
で
そ
の
動
き
は
多
摩
地
域
が
持
っ
て
い
た
農
業
地
と
し
て
の
基
盤
を
根
底
か
ら
覆
す
も
の
と
も
な

り
、
い
わ
ば
都
心
へ
通
勤
す
る
人
た
ち
を
支
え
る
郊
外
地
と
し
て
の
性
格
を
強
く
し
ま
し
た
。

 

こ
の
歴
史
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
日
本
社
会
の
現
代
史
を
体
現
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
特

に
、
地
方
か
ら
の
大
規
模
な
人
口
流
入
、
電
気
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
水
資
源
の
供
給
は
、
東
京
を
取
り
巻
く
近
県

に
と
ど
ま
ら
ず
、
甲
信
越
か
ら
東
北
、
よ
り
遠
く
日
本
の
隅
々
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

 

石
牟
礼
道
子
さ
ん
は
、『
夢
刧
の
人
』（
藤
原
書
店
）
の
中
で
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
に
向
け
て
、
水
俣
は
母
郷
で
あ

る
と
言
い
ま
す
。

　
「
近
代
文
明
の
行
く
末
の
予
兆
と
し
て
水
俣
病
が
起
き
ま
し
た
。
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
こ
が
れ
て
、
百
年
く

ら
い
か
か
っ
て
一
路
近
代
化
に
邁
進
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
近
代
日
本
を
象
徴
す
る
大
都
市
、
中
央
と
い
う
意
味

で
東
京
と
言
っ
た
方
が
い
い
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
日
本
の
知
的
水
準
の
ほ
と
ん
ど
が
集
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

け
れ
ど
も
そ
う
い
う
い
わ
ば
都
市
市
民
的
選
良
た
ち
を
生
み
、
育
み
、
送
り
込
ん
で
き
た
の
は
、
実
は
田
舎
と
い
う

か
、
辺
境
の
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
田
舎
に
残
っ
た
者
た
ち
は
そ
れ
が
自
分
ら
の
役
目
、
つ
と
め
だ

と
思
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
チ
ッ
ソ
幹
部
と
い
う
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
日
本
の
化
学
産
業
界
の
、

い
ち
ば
ん
の
水
準
を
表
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
の
人
材
を
百
年
く
ら
い
前
か
ら
生
み
出
し
て

き
た
故
郷
、
と
い
う
よ
り
母
郷
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
い
ん
で
す
け
ど
、
母
な
る
故
郷
の
典
型
と
し
て
水
俣
を
描
き

た
か
っ
た
の
で
す
。

　

た
ん
な
る
故
郷
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
日
本
人
、
日
本
近
代
の
母
郷
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
近
代
文
明
の
未
来
を

水
俣
が
予
兆
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
痛
切
に
そ
の
こ
と
が
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
眼
差
し
に
触
れ
る
時
、
辺
境
と
い
う
言
葉
は
、
地
方
と
同
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
と
呼
応
す
る
よ

う
に
生
き
た
そ
の
術
を
手
放
し
、
深
い
自
然
の
営
み
か
ら
絶
縁
し
、
宙
空
に
漂
う
首
都
こ
そ
が
辺
境
な
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
紐
帯
を
み
ず
か
ら
切
り
落
と
し
、
何
や
ら
の
成
長
や
開
発
と
い
う
夢
物
語
に
邁
進
し
、

寄
る
方
な
く
宙
空
に
漂
う
に
至
っ
た
私
た
ち
自
身
を
辺
境
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
、
遠
く
か
ら
見
る
こ
と
、
そ
の
無

限
の
空
虚
さ
に
ど
の
よ
う
に
耐
え
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
禍
を
契
機
に
考
え
て
み
る
こ
と
は
意
義
あ
る
こ

と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

首
都
東
京
を
辺
境
と
し
て
外
か
ら
見
る
こ
と
を
試
み
る
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
に
執
着
す
る
「
わ
た
し
」
を
、
辺

境
と
定
置
き
外
か
ら
見
る
こ
と
を
試
み
る
と
き
、
辺
境
と
し
て
の
そ
れ
ら
を
照
ら
す
光
と
し
て
、
水
俣
、
沖
縄
、
福

島
、
あ
る
い
は
新
潟
と
い
っ
た
、
近
現
代
の
日
本
を
支
え
た
地
に
助
け
を
借
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
水
俣
や
沖
縄
、

福
島
に
立
ち
、
そ
の
地
の
歴
史
を
持
っ
て
首
都
東
京
を
見
る
こ
と
、
東
京
あ
る
い
は
多
摩
を
相
対
化
し
、
立
脚
点
を

ず
ら
し
、
視
点
を
変
え
て
い
く
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
私
の
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
、
新
し
い
眼
差
し
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
大
変
に
遅
ま
き
な
が
ら
で
あ
っ
て
も
彼
の
地
と
の
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
、
一

方
的
な
搾
取
を
超
え
た
何
か
を
紡
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
願
望
に
基
づ
い
た
仮
説
で
も
あ
り
ま
す
。
立
脚
点

を
ず
ら
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
回
転
運
動
が
血
流
を
よ
く
し
、
あ
る
い
は
呼
吸
を
し
や
す
く
す
る
の
で
は
な
い
か
？

反
転
さ
せ
て
み
る
こ
と
、
あ
ち
ら
側
か
ら
こ
ち
ら
を
見
る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
成
す
た
め
に
、
ア
ー
ト
は
時
に
思
い
も

よ
ら
な
い
（
危
う
い
な
が
ら
も
確
た
る
、
そ
し
て
変
わ
り
続
け
る
事
を
肯
定
す
る
）
足
場
を
提
供
し
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
を
外
に
向
け
、
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
か
？ 

そ
の
先
に
ど
の
よ
う
な
空
間
を
、

関
係
を
形
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
対
象
と
我
、
の
距
離
を
創
造
的
に
昇
華
さ
せ
る
道
筋
を
、
社
会
、
の
な
か
で

探
っ
て
み
た
い
と
考
え
ま
す
。

　
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
と
題
し
た
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、「
多
摩
」
を
日
本
の
現
代
社
会

を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
が
内
包
す
る
、
照
ら
し
出
す
事
象
を
通
じ
、

私
た
ち
自
身
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
直
す
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。
今
日
、
高
度
成
長
期
に
都
心
か
ら
郊
外
へ
拡
張
し
た

人
口
、
あ
る
い
は
地
方
か
ら
流
入
し
た
世
代
の
人
た
ち
は
高
齢
化
し
街
は
短
期
間
で
大
き
な
変
化
の
中
に
あ
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
は
、
潜
在
し
て
い
た
格
差
を
炙
り
出
し
ま
す
。

 　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
編
、
レ
ク
チ
ャ
ー
編
の
二
部
構
成
で
、
三
〇
名
近
い
参
加
を
得
て
実
施
し
ま
し
た
。
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
編
で
は
、
地
域
で
活
動
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
理
解

を
深
め
、
実
践
す
る
た
め
に
、
水
俣
在
住
の
写
真
家
、
豊
田
有
希
さ
ん
の
活
動
に
み
ち
び
か
れ
つ
つ
、
参
加
者
が
各

自
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
探
し
、
向
き
合
う
た
め
の
立
ち
方
、
術
（
す
べ
）
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
レ
ク
チ
ャ
ー
編
で

は
、
出
来
事
、
物
事
の
見
方
、
取
り
組
み
に
関
す
る
認
識
を
拡
張
す
る
た
め
に
、
水
俣
、
ハ
ン
セ
ン
病
、
社
会
的
養

護
、
釡
ヶ
崎
に
集
う
人
々
、
老
い
や
死
、
ぼ
け
と
い
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
で
活
動
す
る
人
々
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
、
話
を

聞
き
語
り
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
深
ま
り
の
助
け
と
し
ま
し
た
。
多
く
の
困
難
と
希
望
が
語
ら
れ
ま
し
た

イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
（Ivan 

Illich

、
一
九
二
六
年
九
月
四
日
│

二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
日
）
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ウ
ィ
ー
ン
生
ま

れ
の
哲
学
者
、
社
会
評
論
家
、
文

明
批
評
家
で
す
。
現
代
の
産
業

社
会
批
判
で
知
ら
れ
ま
す
。
学

校
、
交
通
、
医
療
と
い
っ
た
、
あ

る
意
味
厳
然
た
る
正
解
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
の
根

幹
に
、
道
具
的
な
権
力
、
専
門

家
権
力
を
見
、
過
剰
な
効
率
性

を
追
い
求
め
る
が
あ
ま
り
人
間
の

自
立
、
自
律
を
喪
失
さ
せ
る
現
代

文
明
を
批
判
し
ま
し
た
。
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知
る
、
と
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
な
の
か
？

　

別
冊
附
録
で
は
、「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
試
論
」
と
し
て
、
参
加
者
、
ゲ
ス
ト
、
ス
タ
ッ
フ
が
レ
ク
チ
ャ
ー
編
で
語

ら
れ
た
こ
と
を
元
に
し
た
気
づ
き
の
マ
ッ
プ
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

知
る
、
と
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
な
の
か
？ 

知
る
こ
と
や
出
会
う
こ
と
が
い
か
に
可
能
な
の
か
、
不
可
能
な
の

か
？ 
は
、
コ
ロ
ナ
禍
、
閉
じ
込
め
ら
れ
た
、
よ
り
一
層
不
明
瞭
な
暮
ら
し
の
中
で
、
ふ
と
、
あ
る
い
は
心
の
奥
底
か

ら
湧
き
上
が
る
思
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
災
禍
や
人
と
人
の
間
で
お
り
な
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
に
、
解
消
さ
れ
な
い

「
な
ぜ
」
が
累
積
し
ま
す
。
何
事
も
知
り
得
な
い
断
片
の
集
積
、
と
い
う
諦
念
を
ど
の
よ
う
に
覆
し
て
い
く
の
か
、
重

い
課
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
参
加
者
の
お
ひ
と
り
か
ら
印
象
的
な
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
レ
ク
チ
ャ
ー
の
ゲ
ス
ト
、
高
橋
亜
美
さ

ん
は
運
営
す
る
施
設
で
作
っ
て
い
る
ジ
ャ
ム
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
ジ
ャ
ム
が
美
味
し
い
、
と
い
う

こ
と
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ム
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
人
が
話
を
す
る
。
ど
ん
な
パ
ン
に
つ
け
た
の
？ 

誰
に
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
た
？ 

う
ち
で
作
っ
て
い
る
ジ
ャ
ム
は
ね
、
私
の
ジ
ャ
ム
は
、
と
。
ま
た
、
ゆ
ず
り
は
の
ジ
ャ
ム
づ
く
り

の
現
場
で
語
り
合
う
青
年
た
ち
の
表
情
は
私
に
何
を
与
え
て
く
れ
た
の
か
？ 

ジ
ャ
ム
を
め
ぐ
る
対
話
や
記
憶
が
紡

が
れ
て
い
く
。
人
と
人
が
、
不
在
の
人
も
含
め
て
、
そ
の
思
い
は
他
者
と
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
も
の
の
、
誰
か

が
誰
か
に
思
い
を
寄
せ
る
、
馳
せ
る
。
そ
ん
な
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
、
と
。
あ
あ
、
微
か
だ
け
れ
ど
も
そ
こ
に
誰
か

が
い
る
と
い
う
確
か
な
実
感
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
思
い
描
く
こ
と
と
の
一
対
一
の
感
応
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常

に
ず
れ
を
伴
っ
て
、
誤
解
と
妄
想
の
連
鎖
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
明
ら
か
に
、
そ
こ
に
誰
か
が
い
る
こ
と
に

心
を
動
か
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
広
が
り
と
は
何
で
し
ょ
う
？

　

文
化
人
類
学
や
社
会
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
は
知
り
ま
せ
ん
。
明
確
な

目
的
を
持
っ
て
、
未
知
の
地
に
挑
み
、
仮
説
に
基
づ
き
知
見
を
積
み
重
ね
る
、
み
た
い
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

か
の
ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
で
は
「
学
術
的
に
客
観
的
な
成
果
を
挙
げ
る
た
め
の
調
査
技
法
」
と
言
い
ま
す
（
優
れ
た
研

究
者
は
、
こ
の
、「
客
観
的
」
の
、
罠
か
ら
は
は
る
か
に
逃
れ
出
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
）。

　

調
査
す
る
人
さ
れ
る
人
、
と
い
う
不
均
衡
、「
客
観
性
」
を
重
ん
じ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
関
係
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ム

を
め
ぐ
る
、
小
さ
な
灯
り
が
灯
っ
た
り
、
点
滅
し
た
り
そ
れ
ぞ
れ
を
照
ら
し
あ
っ
た
り
す
る
、
人
と
人
の
緩
や
か
な

つ
な
が
り
、
は
、
数
値
化
さ
れ
た
り
論
証
を
求
め
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ゆ
え
に
、
極
め
て
普

遍
的
で
現
実
的
な
営
み
に
思
え
ま
す
。

　

こ
の
ジ
ャ
ム
を
紐
帯
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
と
て
も
儚
く
か
細
い
も
の
で
す
。
週
に
一
回
「
ゆ

ず
り
は
」
に
集
ま
っ
て
ジ
ャ
ム
を
つ
く
る
人
々
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
を
想
像
す
る
こ
と
は
私
に
は
と
て
も
難
し
い
。

私
の
経
験
は
あ
ま
り
に
小
さ
い
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
一
般
的
な
意
味
で
の
客
観
性
は
意
味
を
持
ち
ま
せ
ん
。
常
に

流
動
し
ま
す
。

　

知
る
こ
と
、
わ
か
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
容
易
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
灯
り
が
灯
っ
た
と
し
て
も
、

わ
か
ら
な
さ
、
は
常
に
そ
こ
に
あ
り
続
け
ま
す
。
そ
れ
は
放
棄
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
ま
し
て
や
解
説
さ
れ
て
棚
に
載
せ
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
お
そ
ら
く
。
解
釈
や
分
析
整
理
は
こ

と
を
よ
り
一
層
不
明
瞭
に
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
小
手
先
の
合
理
は
、
複
雑
さ
を
切
り
捨
て
ま
す
。
そ
の
複
雑

さ
こ
そ
が
、
宝
物
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
説
明
不
能
状
態
、
解
釈
不
能
状
態
を
保
ち
続
け
る
し
か
道
は
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
こ
そ
が
、
私
た
ち
の
生
き
る
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
点
滅
す
る
灯
り
、
他
の

明
か
り
に
よ
っ
て
際
立
つ
闇
を
、
湛
え
る
の
か
、
讃
え
る
の
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

別
冊
附
録
の
マ
ッ
プ
で
は
、
他
者
の
気
づ
き
が
次
の
気
づ
き
を
喚
起
す
る
面
白
さ
に
も
出
会
い
ま
し
た
。
同
じ
文

章
を
読
ん
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
に
よ
っ
て
思
い
起
こ
す
こ
と
は
全
く
違
い
ま
す
。
異
な
る
読
み
解
き
に
自
分
自
身

が
拡
張
さ
れ
る
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。

　

こ
の
、
分
か
ら
な
さ
を
讃
え
、
湛
え
あ
い
つ
つ
、
も
う
一
つ
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
想
像
す
る
力
、
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。 

今
回
は
写
真
と
い
う
具
体
的
な
メ
デ
ィ
ア
、
美
術
や
絵
画
、
演
劇
な
ど
に
助
け
を
借
り
ま
し
た
。

テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
‐
ス
ズ
キ
さ
ん
は
、『
想
像
し
な
お
し
』
展
で
は
、
次
の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

                                                

　

美
術
に
は
よ
り
よ
い
生
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
求
め
る
特
別
な
位
置
が
あ
る
、 

と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
視
覚
と
神

経
と
脳
を
物
理
的
に
む
す
び
つ
け
る 

だ
け
で
な
く
、
想
像
の
力
を
刺
激
し
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
を
囲

む
世
界
を
明
示
し
て
く
れ
る
。
想
像
力
が
な
け
れ
ば
眼
前
に
あ
る
も
の
の 

ほ
と
ん
ど
は
、
実
は
見
え
て
い
な
い
。 

　

本
誌
は
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
束
ね
た
も
の
と
な
り
ま
す
。
参
加
者
は
あ
る
い
は
こ
の
冊
子
を
手
に
取
っ
た
方
々
が

こ
の
記
録
を
携
え
、
大
胆
に
、
慎
重
に
、
足
を
踏
み
出
し
て
い
く
こ
と
を
願
い
ま
す
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ー
ト
フ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
　
宮
下
美
穂
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「
ゆ
ず
り
は
」
は
、
苦
し
い
と
き
に

い
つ
で
も
ノッ
ク
で
き
る
場
所

　

こ
ん
ば
ん
は
。
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
相
談
所
「
ゆ
ず
り
は
」
の
高
橋
亜
美
と
申

し
ま
す
。
今
日
は
、
私
が
何
か
を
話
し
た
り
伝
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
参
加

し
て
く
れ
た
皆
さ
ん
と
一
緒
に
お
し
ゃ
べ
り
す
る
感
覚
で
こ
こ
へ
来
て
い
ま

す
。
と
い
っ
て
も
、
い
い
加
減
な
気
持
ち
で
は
な
い
の
で
す
が
、
一
方
的
に

ず
っ
と
話
し
つ
づ
け
る
の
が
と
て
も
苦
手
な
の
で
、
で
き
れ
ば
や
り
と
り
し

な
が
ら
進
め
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
現
在
東
京
の
国
分
寺
市
で
、
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
相
談
所
「
ゆ
ず
り
は
」

を
運
営
し
て
い
ま
す
。「
ゆ
ず
り
は
」
に
相
談
に
く
る
人
は
、
│
皆
さ
ん
が

ど
こ
ま
で
ご
存
じ
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
児
童
養
護
施
設
や
里
親
家
庭
な

ど
、
虐
待
や
貧
困
な
ど
の
理
由
で
、
家
庭
で
暮
ら
せ
な
く
な
っ
た
子
ど
も
た

ち
を
保
護
す
る
施
設
や
制
度
で
暮
ら
し
た
経
験
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
で
す
。

　

児
童
養
護
施
設
で
暮
ら
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
今
、
全
国
に
四
万
人

ぐ
ら
い
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
親
は
生
き
て
い
る
け
れ
ど
、

自
分
の
家
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
で
す
。

一
方
の
親
と
し
て
は
、
子
ど
も
を
い
っ
ぱ
い
愛
し
た
い
の
に
、
自
分
の
子
ど

も
に
暴
力
を
ふ
る
い
た
く
は
な
い
の
に
、
子
ど
も
の
顔
を
見
る
と
イ
ラ
イ
ラ

し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
ち
ょ
っ
と
私
た
ち
の
想
像
を
超
え
る
よ
う
な
す
さ

ま
じ
い
暴
力
を
ふ
る
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
苦
し
ん
で
い
る
お

父
さ
ん
お
母
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
児
童
養
護
施
設
は
、
も
と
も
と
は

戦
争
で
身
寄
り
を
み
ん
な
な
く
し
て
し
ま
っ
た
戦
災
孤
児
の
た
め
に
始
ま
っ

た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
今
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
親
は
生
き
て
い
ま
す
。

だ
け
ど
、
親
と
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
で
傷
つ
け
合
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
関
係

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
を
保
護
し
て
い
る
の
が
児
童

養
護
施
設
で
す
。

　

で
も
そ
う
し
た
施
設
に
は
原
則
一
八
歳
、
高
校
卒
業
ま
で
し
か
い
ら
れ
ま

せ
ん
。
高
校
を
卒
業
し
て
自
分
の
家
に
戻
る
子
も
い
る
の
で
す
が
、
と
り
あ

え
ず
子
ど
も
の
命
を
守
る
た
め
に
親
子
を
引
き
離
す
、
子
ど
も
を
保
護
す
る

と
こ
ろ
ま
で
は
何
と
か
で
き
て
い
る
け
れ
ど
、
虐
待
な
ど
、
不
適
切
な
養
育

を
し
て
し
ま
っ
た
親
や
家
庭
へ
の
支
援
は
ま
っ
た
く
行
き
届
い
て
い
な
い
の

が
現
状
で
す
か
ら
、
そ
の
後
、
ま
た
安
心
し
た
親
子
関
係
が
つ
く
っ
て
い
け

る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
で
す
か
ら
一
八

歳
に
な
っ
て
高
校
を
卒
業
し
て
も
家
へ
戻
れ
る
子
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
て
、

み
ん
な
一
人
暮
ら
し
か
、
住
み
込
み
就
職
か
、
と
い
う
選
択
を
し
て
い
き
ま

す
。

　

親
も
と
を
離
れ
る
こ
と
を
、
よ
く
「
自
立
」
と
言
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
好

き
で
一
人
暮
ら
し
を
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
で
働
い
て
お
金
を

稼
い
で
、
家
賃
を
払
っ
て
、
水
道
代
や
光
熱
費
を
払
っ
て
、
携
帯
電
話
の
料

金
を
払
っ
て
、
と
い
う
生
活
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
が
そ

う
し
て
生
活
を
営
ん
で
い
く
中
で
、
仕
事
が
つ
づ
か
な
く
な
っ
て
家
賃
が
払

え
な
く
な
っ
た
り
、
今
ま
で
閉
じ
込
め
て
き
た
虐
待
の
深
い
傷
つ
き
が
、
大

人
に
な
っ
て
、
施
設
を
離
れ
て
か
ら
パ
ッ
と
出
て
く
る
子
た
ち
も
い
ま
す
。

　

施
設
や
里
親
の
も
と
で
暮
ら
し
て
い
る
と
き
は
、
安
心
で
き
る
大
人
が
そ

ば
に
い
る
の
で
何
と
か
大
丈
夫
だ
っ
た
り
、
病
院
代
は
無
償
な
の
で
、
多
く

の
子
ど
も
た
ち
は
精
神
科
な
ど
に
通
院
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
子
ど
も
の
頃
に

受
け
て
き
た
深
い
傷
つ
き
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で

表
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
人
と
話
す
の
が
怖
い
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
と
れ
な
い
、
い
っ
ぱ
い
汗
を
か
い
て
し
ま
う
、
朝
ど

う
し
て
も
起
き
ら
れ
な
い
と
か
…
…
、
そ
の
行
動
だ
け
を
見
る
と
本
人
の
怠

慢
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
い
ろ
い
ろ
な
ト
ラ
ウ
マ

の
症
状
が
出
て
き
ま
す
。
だ
け
ど
働
き
つ
づ
け
な
い
と
、
た
ち
ま
ち
彼
ら
の

生
活
は
破
綻
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

　

私
は
も
と
も
と
、
虐
待
や
貧
困
が
理
由
で
家
庭
で
は
暮
ら
せ
な
い
一
五
歳

か
ら
二
二
歳
ま
で
の
若
者
た
ち
と
と
も
に
暮
ら
す
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
よ

う
な
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
と
い
う
と
こ
ろ
で
ず
っ
と
ス
タ
ッ
フ
を
し
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
は
、
一
緒
に
暮
ら
し
て
き
た
子
ど
も
た
ち
が
、
施
設
か
ら
巣

立
っ
て
一
人
暮
ら
し
を
始
め
た
後
に
、
本
当
に
大
変
な
状
況
に
陥
っ
て
い
く

姿
を
た
く
さ
ん
目
の
当
た
り
に
し
て
き
ま
し
た
。
自
殺
し
て
亡
く
な
っ
た
子

も
い
た
し
、
経
済
的
な
理
由
で
、
自
分
が
望
ま
な
い
性
産
業
の
仕
事
に
就
く

子
も
い
た
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
子
も
い
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
と
か
ら
、
施
設
を
巣
立
っ
た
後
も
、
ま
た
何
歳
に
な
っ
て
も
、
自

分
が
苦
し
い
状
況
に
陥
っ
た
と
き
、
陥
り
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
安
心
し

て
相
談
で
き
る
よ
う
な
場
所
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
て
、「
ゆ
ず
り
は
」
が
で

き
ま
し
た
。
私
は
社
会
福
祉
法
人
の
一
職
員
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
私
一
人

が
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
も
と
も
と
勤
め
て
い
た
自
立

援
助
ホ
ー
ム
を
運
営
し
て
い
る
法
人
に
か
け
合
っ
て
、
な
ん
と
か
実
現
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
の
頃
に
受
け
た
深
い
ト
ラ
ウ
マ
や
傷
つ
き
が
、
大
人
に
な
っ
て
強

く
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、「
や
っ
と
悲
鳴
を
上
げ
て
く
れ
た
ね
」
と

い
う
ふ
う
に
、
今
は
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
、
い
っ
ぱ

い
い
っ
ぱ
い
閉
じ
込
め
き
た
苦
し
み
や
痛
み
は
、
本
当
は
安
心
で
き
る
大
人

が
一
緒
に
暮
ら
す
施
設
に
い
る
と
き
に
出
せ
れ
ば
い
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
出

せ
る
時
期
や
き
っ
か
け
は
人
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。
大
人
に
な
っ
て
苦
し
い

と
な
っ
た
と
き
に
、
親
や
兄
弟
を
頼
れ
な
い
人
が
「
苦
し
い
」「
助
け
て
」
と

言
え
る
よ
う
な
場
所
や
人
が
い
な
い
と
、
本
当
に
死
ぬ
し
か
な
い
。
と
い
う

か
、
半
分
死
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

そ
う
い
う
子
た
ち
が
、
と
に
か
く
ノ
ッ
ク
で
き
る
場
所
を
つ
く
り
た
く
て
、

つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
の
が
「
ゆ
ず
り
は
」
で
す
。「
ゆ
ず
り
は
」
の
事
業
を
始

め
て
、
今
一
一
年
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
小
金
井
市
に
拠
点
を

構
え
て
相
談
所
を
運
営
し
て
い
た
の
で
す
が
、
借
り
て
い
た
物
件
が
取
り
壊

し
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
、
六
年
前
に
お
隣
の
国
分
寺
市
に
移
り
ま
し
た
。

「
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
が

安
心
と
楽
し
い
を
育
む

　

こ
の
一
一
年
間
、
私
は
施
設
の
職
員
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
と
い
っ
ぱ

い
い
っ
ぱ
い
傷
つ
い
て
き
ま
し
た
。
毎
日
死
に
た
い
け
れ
ど
、
死
ね
な
い
か

ら
こ
こ
に
た
ど
り
つ
く
子
も
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
が
、「
ゆ
ず
り
は
」
の
前
に

勤
め
て
い
た
施
設
で
出
会
っ
て
き
た
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
で
す
。

　

ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
の
は
虐
待
死
し
た
子
ど
も
た
ち
な
の
で
、「
こ
ん
な
親

が
い
る
の
か
」
と
か
、「
な
ぜ
こ
ん
な
、
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
印
象
し
か
残

ら
な
い
報
道
が
多
い
の
で
す
が
、
虐
待
自
体
の
相
談
件
数
も
右
肩
上
が
り
に

す
ご
く
増
え
て
い
て
、
今
で
は
年
間
二
〇
万
件
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

虐
待
が
す
ご
く
増
え
て
い
る
と
か
、
ま
た
虐
待
で
小
さ
な
子
ど
も
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
耳
に
し
て
、
身
近
に
苦
し
ん
で
い
る
子
ど
も

た
ち
が
本
当
に
た
く
さ
ん
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
「
い
る
よ
ね
」
と

思
っ
て
聞
い
て
く
れ
る
方
も
い
れ
ば
、
そ
の
実
態
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

思
っ
て
い
る
方
も
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
だ
け
、
密
室
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
。
虐
待
は
ま
ず
そ
う

で
、
す
ご
く
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
る
の
を
た
ま
に
見
て
し
ま
っ
た
り
、
大
き
な

泣
き
声
が
聞
こ
え
て
き
た
り
し
た
と
し
て
も
、
自
分
の
目
の
前
で
子
ど
も
が

い
っ
ぱ
い
殴
ら
れ
て
い
る
姿
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
子
ど
も
の
貧
困
と
い
っ
て
も
、
み
ん
な
ボ
ロ
ボ
ロ
の
服
を
着
て
い
る
わ

け
で
も
な
く
て
、
可
視
化
し
て
い
な
い
と
い
う
か
、
今
、
日
本
の
社
会
の
問

題
と
し
て
す
ご
く
た
く
さ
ん
起
き
て
い
る
こ
と
な
の
に
、
肌
触
り
と
い
う
か
、

感
触
が
わ
か
り
に
く
い
こ
と
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

で
も
私
は
施
設
の
職
員
だ
っ
た
の
で
、
実
際
に
暴
力
や
、
暴
力
を
ふ
る
わ

れ
な
く
て
も
何
か
の
罰
、
親
の
機
嫌
が
悪
か
っ
た
ら
一
週
間
何
も
食
べ
さ
せ

て
も
ら
え
な
い
と
か
、
お
風
呂
も
何
年
も
入
っ
た
こ
と
が
な
い
と
か
、
ゴ
ミ

屋
敷
の
よ
う
な
家
で
暮
ら
し
て
き
た
と
か
、
例
え
ば
下
着
も
三
枚
ぐ
ら
い
し

か
も
っ
て
い
な
く
て
、
何
年
も
の
あ
い
だ
ず
っ
と
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
る
ま
で
は

高
橋
亜
美
（
た
か
は
し
・
あ
み
）

日
本
社
会
事
業
大
学
社
会
福
祉
学

部
卒
業
後
、
自
立
支
援
ホ
ー
ム
の

ス
タ
ッ
フ
を
経
て
、
二
〇
一
一
年

よ
り
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
相
談
所
「
ゆ

ず
り
は
」
所
長
。
著
書
に
、『
は

じ
め
て
は
い
た
く
つ
し
た
』（
百

年
書
房 

二
〇
一
八
年
）、『
子
ど
も

の
未
来
を
あ
き
ら
め
な
い　

施
設

で
育
っ
た
子
ど
も
の
自
立
支
援
』

（
明
石
書
店 

二
〇
一
五
年
）、『
愛

さ
れ
な
か
っ
た
私
た
ち
が
愛
を
知

る
ま
で

│
傷
つ
い
た
子
ど
も
時

代
を
乗
り
越
え
生
き
る
若
者
た

ち
』（
か
も
が
わ
出
版 

二
〇
一
三

年
）
な
ど
が
あ
る
。

レ
ク
チ
ャ
ー
編
│
第
一
回
│
二
〇
二
一
年
九
月
一
六
日
（
木
曜
日
）
一
九

：

〇
〇
─
二
一

：

〇
〇

生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。

安
心
と
楽
し
い
を
一
緒
に
育
む

高
橋
亜
美
─
社
会
福
祉
法
人 

子
供
の
家 

ゆ
ず
り
は 

所
長
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
1回
│
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
安
心
と
楽
し
い
を
一
緒
に
育
む

レ
ク
チ
ャ
ー
編

き
つ
づ
け
た
と
か
、
お
金
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、「
お
ま
え
に
な

ん
か
買
わ
な
い
」
と
言
わ
れ
た
り
、
と
か
…
…
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ

ぱ
い
い
っ
ぱ
い
見
て
き
ま
し
た
。

　

私
は
、
そ
う
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
や
っ
と
た
ど
り
着
く
場
所
で
仕
事

を
し
て
い
た
の
で
、
日
々
子
ど
も
た
ち
と
出
会
い
、
一
緒
に
暮
ら
し
て
き

ま
し
た
。
本
当
に
「
こ
ん
な
思
い
で
生
き
て
き
た
ん
だ
」
と
い
う
子
た
ち

に
出
会
え
た
こ
と
の
積
み
重
ね
が
、
私
が
、
今
も
こ
の
仕
事
を
つ
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

出
会
え
た
子
た
ち
が
よ
く
口
に
し
て
い
た
の
が
、「
自
分
な
ん
か
生
ま

れ
て
こ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
か
、「
こ
ん
な
暴
力
ふ
る
う
ぐ
ら
い
な
ら

…
…
、
顔
を
見
れ
ば
ボ
コ
ボ
コ
に
殴
っ
た
り
、
ご
飯
も
ま
と
も
に
用
意
し

て
く
れ
な
い
。『
お
ま
え
な
ん
か
産
む
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
』
と
自
分
に
言

う
な
ら
、
な
ん
で
産
ん
だ
ん
だ
。
生
ま
れ
て
き
た
く
な
ん
か
な
か
っ
た
」、

「
産
ん
で
く
れ
っ
て
頼
ん
だ
覚
え
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
、
日
々
耳
に
し

て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
彼
ら
と
、

│
私
は
岐
阜
出
身
で
、
い
つ
も
基
本
的
に
岐
阜
弁

な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
あ
な
た
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
、
望
ま
れ
て
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
な
ん
で
産
ん
だ
ん
だ
、
こ
の
野
郎
』
み
た
い
な

気
持
ち
が
あ
る
と
い
う
の
は
わ
か
っ
た
。
そ
う
な
ん
だ
ね
。
そ
う
い
う
つ

ら
い
、
苦
し
い
気
持
ち
が
あ
る
の
は
そ
う
だ
ね
。
だ
け
ど
、
生
ま
れ
て
く

る
こ
と
は
選
べ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
今
日
、
今
こ
こ
で
あ
な
た
が
生
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
ね
な
い
か
ら
生
き
て
き
た
ん
だ
と
し
て
も
、

生
き
て
き
て
く
れ
た
か
ら
、
今
こ
こ
に
い
て
出
会
え
た
ん
だ
。
私
た
ち
は
、

生
き
て
き
て
く
れ
た
か
ら
出
会
え
た
こ
と
を
、『
あ
り
が
と
う
』
と
心
か
ら

思
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
や
り
と
り
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

「
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

　
「
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
っ
て
、
顔
を
見
て
伝
え
る
と
き
も

あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
は
「
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と

い
う
気
持
ち
が
い
つ
も
自
分
の
心
の
な
か
に
あ
っ
て
、
一
緒
に
ご
飯
食
べ

る
、
部
屋
の
掃
除
を
す
る
、
ち
ょ
っ
と
花
を
生
け
る
、
お
風
呂
を
用
意
す

る
と
か
、
暮
ら
し
を
一
緒
に
育
ん
で
い
く
。
暮
ら
し
が
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
も
、
暮
ら
し
を
心
地
よ
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
も
、
ぜ
ん
ぜ
ん

わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
、「
暮
ら
し
」
を
奪
わ
れ
て
き
た
子
た
ち
に
と
っ

て
、
ご
飯
食
べ
た
り
風
呂
入
っ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
だ
ら
だ
ら
し
た
り
だ
と

か
、
そ
う
い
っ
た
暮
ら
し
の
営
み
が
、
生
き
て
い
く
こ
と
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
「
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
は
、
一

緒
に
ご
飯
食
べ
る
で
も
、
そ
の
子
が
好
物
の
も
の
を
つ
く
る
で
も
、
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
で
伝
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
ん
な
ち
ょ
っ
と
い
い
話
ば
か
り
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
、

は
ら
わ
た
が
煮
え
く
り
返
る
よ
う
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。「
ク
ソ
バ
バ
ァ
、
お
ま
え
死
ね
」
と
日
常
的
に
言
わ
れ
た
り
、「
て

め
ぇ
の
つ
く
っ
た
飯
な
ん
か
食
え
ね
ぇ
」
み
た
い
な
こ
と
も
言
わ
れ
て
、

い
っ
ぱ
い
ぶ
つ
か
っ
て
、
い
っ
ぱ
い
ケ
ン
カ
し
て
や
り
合
っ
て
き
た
け
れ

ど
も
、「
て
め
ぇ
、
こ
の
野
郎
」
と
思
っ
て
も
、「
て
め
ぇ
、
こ
の
野
郎
」

の
な
か
に
「
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
が
確
か
に
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
と
の
本
音
の
ぶ
つ
か
り
合
い
の
中
で
育
ま
れ
て

い
っ
た
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
私
た
ち
の
仕
事
を
、
虐
待
を
受
け
た
子
た
ち
の
支
援
や
、
そ

の
子
た
ち
の
回
復
や
治
療
だ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
私
は
、「
支
援
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
治
す
と

か
治
療
で
は
な
く
、
と
も
か
く
「
安
心
」
と
「
楽
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
、

相
談
に
来
て
く
れ
た
人
、
出
会
え
た
人
と
一
緒
に
育
ん
で
い
く
と
い
う
こ

と
を
大
切
に
し
て
い
て
、
そ
れ
は
以
前
の
施
設
の
と
き
も
そ
う
だ
し
、「
ゆ

ず
り
は
」
で
も
そ
う
で
す
。

　
「
ゆ
ず
り
は
」
に
は
、
施
設
を
出
て
大
人
に
な
っ
た
人
た
ち
が
相
談
に
来

て
く
れ
て
い
る
の
で
、
小
さ
な
子
ど
も
や
若
者
で
も
な
い
の
で
す
が
、
そ

う
い
っ
た
人
た
ち
と
安
心
と
楽
し
い
を
一
緒
に
育
む
と
い
う
の
は
、
自
分

も
安
心
で
楽
し
い
と
思
っ
て
い
な
い
と
で
き
な
い
な
と
思
っ
て
い
て
、
と

も
に
そ
れ
を
感
じ
合
い
な
が
ら
で
な
い
と
、
本
当
の
安
心
と
楽
し
い
は
生

ま
れ
な
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

「
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
」
が

芽
生
え
る
場
所
で
あ
り
た
い

　

こ
こ
ま
で
は
、
以
前
の
施
設
で
私
が
出
会
え
た
子
た
ち
の
し
ん
ど
さ
を

中
心
に
話
し
て
き
た
の
で
す
が
、「
ゆ
ず
り
は
」
は
、
も
っ
と
大
人
に
な
っ

て
か
ら
や
っ
と
苦
し
い
と
言
え
た
子
た
ち
が
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
場

所
と
し
て
つ
く
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
施
設
を
退
所
し
た
子
も
、
年
齢
が
何

歳
に
な
っ
て
も
利
用
で
き
、
相
談
し
て
く
だ
さ
る
人
は
、
上
は
六
〇
代
、

い
ち
ば
ん
多
い
の
は
二
〇
代
後
半
か
ら
三
〇
代
で
す
。
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
と

い
う
と
若
者
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
す
が
、「
ゆ
ず
り
は
」
に
は
い
ろ
い

ろ
な
年
代
の
方
が
き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
そ
の
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ん
ど
さ
が

爆
発
す
る
と
き
と
か
、
も
う
電
池
が
切
れ
た
、
も
う
生
き
て
い
た
く
な
い

と
思
う
時
期
は
、
一
人
ひ
と
り
違
う
ん
で
す
ね
。

　

施
設
を
巣
立
っ
た
人
た
ち
を
対
象
に
始
め
た
「
ゆ
ず
り
は
」
で
す
が
、

今
は
そ
の
対
象
を
広
げ
て
い
ま
す
。
た
だ
単
純
に
児
童
相
談
所
に
保
護
さ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
ず
っ
と
苦
し
い
家
庭
環
境
で
暮
ら
し
て
き

た
り
、
ず
っ
と
苦
し
い
親
子
関
係
で
い
た
人
た
ち
も
い
ま
す
。
幼
少
期
か

ら
ず
っ
と
虐
待
を
受
け
て
い
る
け
れ
ど
も
発
見
し
づ
ら
い
、
例
え
ば
性
虐

待
と
か
ネ
グ
レ
ク
ト
と
か
、
外
傷
が
な
か
っ
た
り
見
え
づ
ら
い
よ
う
な
虐

待
は
と
て
も
発
見
し
づ
ら
く
て
、
そ
の
人
は
も
う
二
五
歳
と
か
二
六
歳

だ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
住
ん
で
い
る
自
分
の
家
か
ら
逃
げ
た
い
と
か
、

そ
う
い
っ
た
相
談
も
た
く
さ
ん
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

な
の
で
、
今
は
施
設
を
出
た
子
か
ど
う
か
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
せ
ず
に
、

子
ど
も
の
と
き
に
安
心
し
て
子
ど
も
時
代
を
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
人
た
ち
、

大
人
に
な
っ
て
苦
し
さ
が
爆
発
し
た
、
や
っ
と
苦
し
さ
が
出
せ
た
人
た
ち

が
相
談
で
き
る
場
所
、
み
た
い
な
感
じ
で
や
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ゆ
ず
り
は
」
へ
の
相
談
は
個
別
で
、
電
話
や
メ
ー
ル
で
い
た
だ
き
ま
す

が
、
結
構
本
当
に
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
で
の
相
談
が
多
い
で
す
ね
。
今
、
本

当
に
ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
だ
と
か
、
Ｄ
Ｖ
し
て
く
る
彼
の
も
と
で
生
活
し
て

い
て
、
本
当
は
逃
げ
た
い
け
れ
ど
逃
げ
る
場
所
が
な
い
か
ら
彼
の
家
に
い

る
け
れ
ど
、「
逃
げ
て
も
い
い
で
す
か
」
み
た
い
な
こ
と
だ
っ
た
り
、
家
賃

を
四
カ
月
も
五
カ
月
も
滞
納
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
借
金
が
あ
る
と
か
、

そ
れ
を
解
決
し
な
い
と
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
な
い
と
い
っ
た
問
題
を

抱
え
た
人
た
ち
か
ら
相
談
を
も
ら
い
、
そ
の
人
た
ち
に
会
い
に
行
っ
て
、

生
活
保
護
の
申
請
を
一
緒
に
し
た
り
、
Ｄ
Ｖ
の
シ
ェ
ル
タ
ー
に
入
る
手
続

き
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
通
院
の
同
行
を
し
た
り
入
院
手
続
き
を
し
た
り
、

不
動
産
屋
に
も
同
行
し
た
り
と
い
う
個
別
の
サ
ポ
ー
ト
を
メ
イ
ン
で
や
っ

て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
の
「
ゆ
ず
り
は
」
の
場
所
を
利
用
し
て
、
サ
ロ
ン
と
い
う

か
、
み
ん
な
で
ご
飯
を
食
べ
る
会
や
、
高
卒
の
資
格
を
取
る
た
め
の
学
習

会
な
ど
も
や
っ
て
い
ま
す
。
相
談
者
に
は
中
卒
、
高
校
中
退
と
い
う
学
歴

の
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
勉
強
が
嫌
い
だ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
安

心
し
て
勉
強
で
き
る
環
境
で
は
な
か
っ
た
り
、
自
分
の
命
を
守
る
こ
と
で

精
一
杯
で
、
勉
強
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
あ
る
い
は
、

め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
教
育
虐
待
み
た
い
な
こ
と
を
さ
れ
て
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
高

学
歴
で
逃
げ
て
き
た
人
も
い
ま
す
。

　

と
も
か
く
安
心
し
て
勉
強
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
校
の
勉
強
が
ぜ
ん
ぜ
ん
で
き
て
い
な
い
け
れ
ど
、
三
〇
代
後
半
に
な
っ

て
や
っ
と
「
大
学
や
専
門
学
校
に
進
学
し
た
い
」
と
い
う
夢
を
も
て
る
よ

う
に
な
っ
た
人
た
ち
を
対
象
に
し
た
、
高
卒
の
資
格
を
取
る
た
め
の
学
習

会
も
し
て
い
ま
す
。
昔
の
大
検
で
す
ね
。
こ
れ
も
お
に
ぎ
り
や
ご
飯
を
用

意
し
て
、
交
通
費
も
こ
ち
ら
で
出
し
て
毎
週
や
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ゆ
ず
り
は
」
で
は
ま
た
、
就
労
支
援
、
働
く
こ
と
の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
、

毎
週
木
曜
日
に
、
工
房
で
一
緒
に
ジ
ャ
ム
を
つ
く
り
、
ネ
ッ
ト
な
ど
で
販

売
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
参
加
し
て
く
れ
て
い
る
人
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど

が
生
活
保
護
受
給
者
か
、
障
害
年
金
を
も
ら
っ
て
生
活
し
て
い
る
よ
う
な

人
た
ち
で
す
。
働
け
な
い
状
態
に
な
っ
た
か
ら
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
誰
に
も
頼
れ
な
い
か
ら
無
理
し
て
体
に
鞭
打
っ
て
、
フ
ラ

フ
ラ
に
な
り
な
が
ら
働
い
て
き
た
人
た
ち
で
す
。
生
活
保
護
を
受
け
て
精

神
科
な
ど
に
通
院
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
回
復
し
て
い
く
と
い
う
状
態
で

い
る
人
た
ち
が
、
私
た
ち
の
利
用
者
に
多
く
い
ま
す
。

　

そ
の
人
た
ち
が
生
活
保
護
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
屋
根
の
あ

る
家
に
住
め
て
、
病
院
に
も
通
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ご
飯
も
食
べ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
お
風
呂
も
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
み
ん
な
そ
れ
で

「
あ
あ
、
生
き
て
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
な
る
か
と
い
う
と
、
じ
つ

は
な
か
な
か
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
と
い
う
の
も
、
安
心
し
て
屋
根
の

あ
る
家
に
住
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
も
っ
と
自
分
の
内
面
に
ベ
ク

ト
ル
が
向
く
と
い
う
か
、「
こ
ん
な
自
分
が
生
き
て
い
て
ご
め
ん
な
さ
い
」、

「
生
活
保
護
を
も
ら
っ
て
、
社
会
の
お
荷
物
み
た
い
に
生
き
て
い
て
ご
め

ん
な
さ
い
」
と
、
自
分
で
自
分
を
責
め
る
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
始
ま
っ
て
し

ま
う
。

　

そ
う
い
う
と
き
に
私
た
ち
は
、「
始
め
は
、
ゆ
っ
く
り
休
ん
で
い
て
い
い

ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
り
、
あ
る
い
は
「
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
社
会

の
お
荷
物
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
働
け
る
ん
だ
っ
た
ら
、
み
ん
な
働
き
た

か
っ
た
は
ず
。
だ
け
ど
そ
れ
が
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
た
こ
と
、
あ
な
た

が
い
っ
ぱ
い
い
ろ
い
ろ
な
被
害
を
受
け
て
き
た
り
、
頼
れ
る
親
や
家
族
が

い
な
い
こ
と
は
、
あ
な
た
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
」
と
伝
え
た
り
し
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
み
ん
な
苦
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

　

み
ん
な
「
早
く
働
き
た
い
」、「
早
く
働
け
る
よ
う
に
な
ら
な
き
ゃ
」
と
、
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
1回
│
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
安
心
と
楽
し
い
を
一
緒
に
育
む

レ
ク
チ
ャ
ー
編

生
活
保
護
受
給
中
も
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
り
、
精
神
障
害
者
手
帳
を
も
っ

て
い
る
人
も
多
い
の
で
、
精
神
障
害
者
の
た
め
の
作
業
所
な
ど
に
行
っ
た

り
も
す
る
の
で
す
が
、
結
局
そ
こ
で
も
ほ
と
ん
ど
つ
づ
か
な
い
。
そ
う

な
っ
た
と
き
に
、
安
心
し
て
働
け
る
と
い
う
こ
と
、
た
だ
「
ゆ
っ
く
り
休

ん
で
い
い
よ
」
と
い
っ
て
家
を
用
意
さ
れ
、
ご
飯
が
食
べ
ら
れ
、
寝
る
と

こ
ろ
が
あ
る
だ
け
で
な
く
て
、
自
分
が
ま
た
誰
か
の
た
め
に
何
か
で
き
る

と
か
、「
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
存
在
に
な
る
こ
と
が
大
切
な

ん
で
す
ね
。

　

私
自
身
は
、
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
一
方
的
に
施
し
を
受
け
る
こ

と
だ
と
は
、
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
の
で
す
が
、「
で
も
亜
美
さ
ん
は
生
活
保

護
を
受
け
た
こ
と
な
い
よ
ね
」
と
言
う
子
た
ち
が
、
何
人
も
い
ま
す
。
本

当
に
そ
う
だ
な
と
思
い
ま
す
。
私
が
「
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
」
と
言
っ
て

も
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
た
ち
の
し
ん
ど
さ
や
、
卑
屈
に
な
る
気

持
ち
は
わ
か
ら
な
い
。
で
は
「
ゆ
ず
り
は
」
で
何
が
で
き
る
の
か
と
考
え

て
、
他
の
場
所
で
は
働
く
こ
と
が
つ
づ
か
な
い
な
ら
、
安
心
し
て
働
け
る

場
所
を
私
た
ち
が
つ
く
ろ
う
と
、
始
め
た
の
が
こ
の
工
房
で
し
た
。

　

ジ
ャ
ム
づ
く
り
の
工
房
を
始
め
て
も
う
六
、
七
年
に
な
り
ま
す
が
、
苦

し
い
心
に
向
き
合
っ
て
ほ
ぐ
し
て
い
っ
た
り
、
病
院
に
通
っ
て
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
の
体
を
動

か
す
と
か
、「
あ
り
が
と
う
」「
お
疲
れ
さ
ま
」
と
い
う
や
り
と
り
が
あ
っ

て
、「
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
」
が
芽
生
え
て
く
る
こ
と
に
つ
な
が
る
な
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
安
心
し
て
働
け
る
場
所
が

も
っ
と
も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
い
。
ジ
ャ
ム
づ
く
り
の
工
房
は
今

一
二
〜
三
人
が
参
加
し
て
い
て
、
す
ご
く
狭
い
場
所
で
ま
あ
ま
あ
密
な
状

態
で
や
っ
て
い
る
の
で
、
少
し
ず
つ
で
も
広
げ
て
や
っ
て
い
け
た
ら
い
い

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

加
害
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
親
へ
の
ケ
ア

　

最
後
に
、「
ゆ
ず
り
は
」
の
「M

Y
 T

R
EE

ペ
ア
レ
ン
ツ
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
虐
待
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
親
の
回
復
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
虐
待
被
害
を
受
け
て
き
た
人
た
ち
と
た
く
さ
ん
出
会
っ
て

き
た
の
で
す
が
、
彼
ら
は
親
を
と
て
も
憎
ん
で
い
た
り
し
ま
す
。「
い
つ

か
会
っ
た
ら
、
ぶ
っ
殺
し
て
や
る
」
と
言
う
く
ら
い
に
…
…
。
で
も
人
と

の
関
係
は
親
や
家
族
が
す
べ
て
で
は
な
く
、
そ
こ
で
安
心
の
関
係
が
育
め

な
か
っ
た
と
き
は
、
他
人
と
で
も
育
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
、
私
は
ず
っ

と
そ
れ
を
証
明
し
た
い
気
持
ち
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。「
私
と
育
ん
で
い

け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
。
私
た
ち
と
安
心
を
育
ん
で
い
こ
う
よ
」
と
。
そ
の

思
い
は
今
も
あ
り
ま
す
。

　

虐
待
被
害
を
受
け
て
き
た
人
た
ち
が
、
安
心
で
き
る
他
人
と
出
会
え
、

サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
え
、
友
だ
ち
や
恋
人
と
愛
や
楽
し
い
を
育
む
こ
と
、

そ
れ
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
い
ち
ば
ん
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
が
、
自
分
の
親
と
安
心
や
楽
し
い
を
育
む
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　

自
分
の
親
が
苦
し
い
姿
を
い
ち
ば
ん
そ
ば
で
見
て
き
て
い
る
の
が
、
虐

待
被
害
を
受
け
て
き
た
子
ど
も
た
ち
で
も
あ
る
か
ら
、「
自
分
の
親
が

笑
っ
た
顔
を
、
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
」、「
お
母
さ
ん
は
い
つ
も
怒
っ

て
た
」、「
友
だ
ち
い
な
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
、
う
ち
の
親
」
と
か
、「
い
つ
も

役
所
に
文
句
に
行
く
の
に
、
一
緒
に
連
れ
て
行
か
れ
て
い
た
」
と
か
、
そ

う
い
う
話
を
聞
く
た
び
に
、
親
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
と
い
ち
ば
ん
望
ん

で
い
る
の
は
、
こ
の
子
た
ち
自
身
だ
と
感
じ
ま
す
。
そ
う
い
う
経
験
を
積

み
重
ね
て
い
く
中
で
、
私
た
ち
は
加
害
し
た
親
を
遠
ざ
け
る
の
で
は
な
く
、

彼
ら
の
苦
し
み
に
も
も
っ
と
寄
り
添
っ
て
い
か
な
い
と
、
虐
待
の
問
題
っ

て
、
ず
っ
と
ず
っ
と
終
わ
ら
な
い
な
と
感
じ
て
き
ま
し
た
。

　

今
の
支
援
で
は
、
子
ど
も
か
ら
親
を
引
き
離
す
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
ど
う
し
て
子
ど
も
を
愛
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
加
害
し
た
親
の
し
ん
ど
さ
や
苦
し
さ
と
か
が
あ
る

の
で
、「
ゆ
ず
り
は
」
で
は
被
害
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
と
の
出
会
い
か
ら
、

次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
加
害
者
の
親
へ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
毎
年
お
こ
な

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
事
務
局
─
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
話
に
あ
っ
た
工
房

の
ジ
ャ
ム
の
レ
シ
ピ
を
つ
く
っ
た
の
が
私
の
知
り
合
い
だ
っ
た
り
、
国
分

寺
の
施
設
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
手
が
け
た
の
が
友
だ
ち
だ
っ
た
り
と
、

私
も
「
ゆ
ず
り
は
」
に
は
い
ろ
い
ろ
ご
縁
が
あ
り
ま
す
。
ジ
ャ
ム
は
と
て

も
お
い
し
い
の
で
、
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
お
勧
め
し
ま
す
。
先
日
も
木
曜
日
の

夕
方
に
伺
う
と
、
た
ぶ
ん
ジ
ャ
ム
の
お
仕
事
を
さ
れ
た
後
の
青
年
二
人
が

ベ
ン
チ
に
座
っ
て
、
い
い
感
じ
で
話
を
し
て
い
ま
し
た
。「
二
人
は
同
じ

施
設
だ
っ
た
の
？
」
と
聞
い
た
ら
、
違
う
施
設
か
ら
来
た
と
い
う
こ
と
で

し
た
が
、
ジ
ャ
ム
づ
く
り
に
や
っ
て
き
て
、
仕
事
を
し
た
後
に
ベ
ン
チ
に

座
っ
て
延
々
と
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
会
う
こ
と
が
あ
り
、
私
が
、
な

に
か
し
ら
よ
い
気
持
ち
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

【
質
疑
応
答
1
】
す
べ
て
の
相
談
者
を

助
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

│
事
務
局
─
皆
さ
ん
が
感
じ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
高
橋
さ
ん
に
聞
い
て

み
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
手
を
挙
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
と

言
っ
て
も
、
初
め
て
会
う
方
々
の
中
で
は
手
を
挙
げ
づ
ら
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

　

た
ぶ
ん
皆
さ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
関
心
を
も
っ
て
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
虐
待
の
問
題

に
つ
い
て
関
心
が
あ
り
、
多
少
ご
存
知
の
方
も
い
れ
ば
、
ま
っ
た
く
初
め

て
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
か
ら
、

今
の
高
橋
さ
ん
の
お
話
へ
接
続
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

参
加
者
１
─
「
ゆ
ず
り
は
」
に
来
ら
れ
る
方
で
も
、
や
は
り
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難
し
い
方
も
い
る
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、
知
ら
な
い
う

ち
に
来
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ね
、
ぜ
ん
ぜ
ん
連
絡
取
れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ

た
け
ど
、
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

高
橋
─
生
活
困
窮
者
の
窓
口
や
女
性
相
談
の
窓
口
、
親
か
ら
逃
げ
た
い
と

か
恋
人
か
ら
逃
げ
た
い
人
が
相
談
す
る
公
的
な
窓
口
は
、
役
所
な
ど
、
ど

の
自
治
体
に
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
に
相
談
に
行
っ
た
人
も
い
る
し
、

行
っ
て
も
自
分
の
し
ん
ど
さ
を
理
解
し
て
も
ら
え
ず
、「
ま
だ
も
う

ち
ょ
っ
と
ガ
ン
バ
レ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
一
見
結
構
元

気
な
人
に
見
え
る
の
で
、
公
的
な
支
援
の
窓
口
で
は
な
か
な
か
う
ま
く
い

か
な
い
人
た
ち
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
の
た
め
に
、
私
た
ち
の
よ

う
な
民
間
の
相
談
所
や
施
設
が
い
く
つ
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

東
京
は
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
ゆ

ず
り
は
」
に
来
る
の
は
、
公
的
な
窓
口
や
い
ろ
ん
な
施
設
が
対
応
し
き
れ

な
く
な
っ
た
よ
う
な
人
が
多
く
て
、
あ
そ
こ
も
こ
こ
も
出
入
り
禁
止
に

な
っ
た
、
病
院
や
精
神
科
も
出
禁
と
い
う
よ
う
な
ツ
ワ
モ
ノ
も
い
ま
す
。

あ
と
、
刑
務
所
か
ら
出
所
し
た
人
も
い
ま
す
ね
。
正
直
「
面
倒
臭
い
な
」

と
も
思
い
ま
す
が
、
来
て
く
れ
れ
ば
そ
こ
で
つ
な
が
る
。
ぶ
つ
か
り
合
っ

て
「
て
め
え
、
二
度
と
来
る
な
、
こ
の
野
郎
！
」「
二
度
と
来
る
か
、
く
そ
。

放
火
し
て
や
る
」
と
、
さ
す
が
に
放
火
は
さ
れ
て
い
な
い
で
す
け
れ
ど
、

そ
ん
な
ふ
う
に
言
い
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

基
本
的
に
私
た
ち
は
後
追
い
し
な
い
の
で
、
今
現
在
連
絡
が
取
れ
て
い

な
い
人
た
ち
は
い
っ
ぱ
い
い
る
け
れ
ど
、
困
っ
た
と
き
に
ま
た
連
絡
し
て

く
る
と
い
う
感
じ
で
、
完
全
に
「
も
う
私
た
ち
、
あ
な
た
の
こ
と
を
み
ら

れ
ま
せ
ん
。
も
う
『
ゆ
ず
り
は
』
は
利
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
言
っ

た
人
は
、
こ
の
一
一
年
間
に
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
必
要
が
な
く
な
っ
た
り
、

「
も
う
あ
い
つ
ら
の
と
こ
ろ
へ
は
行
か
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
決
裂
し
て
い
な
く
な
っ
た
り
、
連
絡
を
取
ら

な
く
な
っ
た
人
は
、
本
当
に
い
な
い
。

　

私
た
ち
は
出
禁
に
は
し
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
こ
で
包
丁
を
振
り
回
し
て

暴
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
許
さ
な
い
。
包
丁
を
持
ち
歩
く
こ
と
が
お
守

り
に
な
る
子
も
い
て
、
い
つ
も
リ
ュ
ッ
ク
に
入
れ
て
お
か
な
い
と
電
車
に

乗
れ
な
い
男
の
子
も
い
ま
す
。「
ゆ
ず
り
は
」
に
ジ
ャ
ム
を
つ
く
り
に
来

る
の
に
、
い
つ
も
包
丁
を
何
本
も
持
っ
て
く
る
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
使
わ

な
い
の
で
、
私
た
ち
は
持
っ
て
く
る
な
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
も
し

「
お
ま
え
ら
や
っ
た
ろ
う
か
」
と
、
そ
の
包
丁
を
使
お
う
と
す
る
よ
う
な
と

き
に
は
、
結
構
毅
然
と
、「
お
ま
え
、
そ
れ
や
っ
た
ら
警
察
呼
ぶ
」
と
か
、

「
出
て
い
け
」
と
言
う
。
そ
う
い
う
バ
ト
ル
は
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。

　

私
た
ち
が
白
旗
を
掲
げ
て
決
裂
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
、

自
死
し
た
子
は
二
人
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
人
が
来
る
し
、「
ゆ
ず
り
は
」

は
ず
っ
と
一
緒
に
暮
ら
す
場
で
は
な
い
の
で
、
出
会
っ
て
、
保
証
人
が
誰

も
い
な
く
て
ア
パ
ー
ト
の
契
約
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
助

け
て
ほ
し
い
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
や
り
と
り
が
始
ま
る
の
で
す
が
、

そ
こ
で
半
年
、
一
年
も
関
わ
っ
て
い
な
い
か
な
、
一
一
年
の
中
で
二
人
自

死
し
て
い
る
の
は
、
と
て
も
悲
し
い
こ
と
で
し
た
。

　

だ
け
ど
、「
死
ぬ
」
と
い
う
選
択
を
し
た
と
い
う
こ
と
も
尊
重
し
た
い
。

そ
う
言
う
と
き
れ
い
ご
と
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
自
死
を

ど
う
受
け
と
め
る
か
と
い
う
の
も
、
皆
さ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
関
わ
っ
て
き
た
子
の
な
か
の
二
人
、
亡
く

な
っ
て
い
る
子
が
い
ま
す
。

参
加
者
１
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
1回
│
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
安
心
と
楽
し
い
を
一
緒
に
育
む

レ
ク
チ
ャ
ー
編

【
質
疑
応
答
2
】
当
事
者
は
、
自
分
た
ち
を
も
っ
と
社

会
に
知
っ
て
ほ
し
い
？

参
加
者
2
─
生
活
保
護
受
給
者
が
卑
屈
に
な
っ
て
い
る
、「
あ
な
た
は
受

給
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
る
、
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
車
椅
子
ユ
ー
ザ
ー
と
一
緒
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
情
報
集
め
な
ど
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
も
車
椅
子
ユ
ー
ザ
ー

か
ら
、「
あ
な
た
は
車
椅
子
に
乗
っ
た
こ
と
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
で

し
ょ
」
っ
て
、
や
は
り
同
じ
こ
と
を
言
わ
れ
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。
と
は

い
え
、
車
椅
子
ユ
ー
ザ
ー
は
、
自
分
の
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
も
ら
い

た
い
と
意
思
表
示
す
る
わ
け
で
す
。

　

現
状
を
知
る
こ
と
は
、
社
会
の
固
定
観
念
を
払
拭
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
と
考
え
た
と
き
に
、「
ゆ
ず
り
は
」
に
来
る
相
談
者
た
ち
は
、
社
会
の
大

勢
の
人
た
ち
に
、
自
分
た
ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
後
、
社
会
や
地
域
の
メ
ン
バ
ー
で
彼
ら
と
の
関
わ

り
が
増
え
て
い
く
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
あ
ま
り
自
分
た
ち

の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
く
な
い
と
拒
絶
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

ど
ん
ど
ん
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
か
、
お
聞
き
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す

け
ど
。

高
橋
─
そ
れ
は
例
え
ば
、
虐
待
の
被
害
を
受
け
て
き
た
こ
と
や
、
生
活
保

護
を
受
け
て
い
て
こ
ん
な
苦
し
い
思
い
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
当

事
者
の
人
た
ち
が
も
っ
と
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
す
か
。

参
加
者
2
─
は
い
、
そ
う
で
す
ね
。

高
橋
─
相
談
者
は
実
数
で
、
毎
年
五
〇
〇
人
ぐ
ら
い
い
る
ん
で
す
ね
。
延

べ
の
相
談
件
数
だ
と
、
電
話
、
メ
ー
ル
合
わ
せ
て
三
万
件
ぐ
ら
い
あ
る
。

一
人
が
一
日
に
「
電
話
出
ろ
、
バ
カ
」
み
た
い
な
こ
と
を
一
〇
〇
回
メ
ー

ル
し
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ぜ
ん
ぶ
合
わ
せ
て
三
〜
四
万
件
。

た
く
さ
ん
の
相
談
や
声
が
届
き
ま
す
。
そ
う
し
て
出
会
う
人
た
ち
は
、
基

本
的
に
は
や
は
り
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
か
、
わ
か
っ
て
も
ら
い
た

い
。
だ
っ
て
す
ご
く
し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
き
た
か
ら
、
わ
か
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
は
す
ご
く
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

　

だ
け
ど
、
当
事
者
と
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
が
で
き
る
か
で
き

な
い
か
、
し
た
い
か
し
た
く
な
い
か
と
い
う
の
は
す
ご
く
分
か
れ
ま
す
ね
。

そ
れ
を
し
た
い
と
、
や
っ
て
い
る
人
た
ち
は
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
自
分
か

らYouTube

で
発
信
し
た
り
、
当
事
者
の
方
た
ち
が
虐
待
被
害
者
の
団
体

な
ど
を
つ
く
っ
て
声
を
上
げ
て
い
く
。
あ
る
い
は
そ
う
い
う
養
護
施
設
を

出
て
こ
ん
な
に
し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
い
る
ん
だ
と
、
当
事
者
の
方
た
ち

が
い
ろ
い
ろ
な
支
援
が
必
要
だ
と
い
う
声
を
上
げ
て
い
る
と
い
う
の
も
結

構
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

　

根
底
に
は
、
わ
か
っ
て
ほ
し
い
思
い
が
あ
る
。
ぜ
ん
ぶ
社
会
の
せ
い
、

親
の
せ
い
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
も
っ
と
早
く

自
分
の
被
害
に
気
づ
い
て
く
れ
る
人
に
出
会
い
た
か
っ
た
と
か
、
も
っ
と

早
く
に
、
自
分
が
こ
ん
な
に
し
ん
ど
い
ん
だ
と
言
え
る
人
に
出
会
い
た

か
っ
た
と
、
本
当
に
み
ん
な
そ
う
思
っ
て
い
る
。
わ
か
っ
て
く
れ
る
人
や

社
会
を
す
ご
く
切
実
に
求
め
て
い
る
ん
だ
な
、
と
、
い
つ
も
感
じ
て
い
ま

す
。

参
加
者
2
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
質
疑
応
答
3
】
高
橋
さ
ん
は
、

相
談
者
に
と
っ
て
ど
ん
な
存
在
？

参
加
者
3
─
「
ゆ
ず
り
は
」
は
相
談
所
と
い
う
か
た
ち
の
事
業
だ
と
思
う

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
緒
に
ご
飯
食
べ
た
り
、
お
呂
入
っ
た
り
と
い
う
お

話
も
あ
り
ま
し
た
。「
ゆ
ず
り
は
」
は
あ
く
ま
で
通
所
の
場
所
で
あ
っ
て
、

生
活
の
場
所
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

　

生
活
を
し
て
い
く
中
で
回
復
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
、「
ゆ
ず

り
は
」
は
生
活
を
と
も
に
す
る
場
所
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
何
か
ジ

レ
ン
マ
が
あ
る
か
な
、
と
い
う
こ
と
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
、
相
談
に
来

ら
れ
る
方
に
と
っ
て
、
高
橋
さ
ん
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
。
お
母
さ
ん

的
存
在
な
の
か
、
お
姉
さ
ん
的
存
在
な
の
か
、
友
人
な
の
か
、
ど
ん
な
ふ

う
に
思
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
、
お
聞
き
で
き
た
ら
と
思
い

ま
す
。

高
橋
─
ご
め
ん
な
さ
い
、
何
か
い
ろ
い
ろ
混
同
し
て
し
ま
っ
て
。
私
は
も

と
も
と
施
設
の
職
員
だ
っ
た
の
で
、
施
設
に
い
た
と
き
は
子
ど
も
た
ち
と

一
緒
に
暮
ら
し
て
、
衣
食
住
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
傷
つ
い
た
心
と
体
の

回
復
と
い
う
か
、
元
気
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
ど
ん
な
す
ご
い
精
神
科
医
に
通
う
よ
り
も
、
そ
の
人
が
暮
ら

す
場
所
が
安
心
で
き
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
元
気
に
な
っ
て
い
く
こ
と
な

の
だ
と
痛
感
し
た
と
い
う
土
台
が
あ
り
ま
す
。

　

今
、「
ゆ
ず
り
は
」
は
サ
ロ
ン
を
や
っ
た
り
、
勉
強
会
を
や
っ
た
り
、
ご

飯
を
食
べ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
み
ん
な
家
に
帰
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
ね
。

そ
れ
こ
そ
シ
ェ
ル
タ
ー
で
は
な
い
け
れ
ど
、
一
週
間
、
二
週
間
と
、
こ
こ

で
暮
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
や
り
た
い
と
思
い
始
め
て
い
ま
す
。
で
も
そ

れ
を
や
る
と
な
る
と
、
も
の
す
ご
く
お
金
も
か
か
る
し
、
人
も
必
要
な
ん

で
す
ね
。

　
「
ゆ
ず
り
は
」
を
始
め
た
頃
は
、
暮
ら
し
を
と
も
に
し
な
い
か
ら
こ
そ
で

き
る
こ
と
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
一
緒
に
生
活
す
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
大

変
な
こ
と
か
と
い
う
こ
と
も
経
験
し
て
き
た
か
ら
、
も
う
絶
対
そ
ん
な
し

ん
ど
い
こ
と
は
や
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
は
、
一
部
屋
で

も
二
部
屋
で
も
、
生
活
で
き
る
場
を
「
ゆ
ず
り
は
」
に
つ
く
り
た
い
な
、
と
。

「
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
て
み
」
み
た
い
な
こ
と
を
、
や
っ
て
み
た
い
な

と
思
い
始
め
て
い
ま
す
。

　

今
の
ス
タ
イ
ル
で
や
れ
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
で
も
そ

の
子
一
人
ひ
と
り
、
ほ
と
ん
ど
み
ん
な
ア
パ
ー
ト
に
一
人
暮
ら
し
し
て
い

る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
こ
の
暮
ら
し
に
思
い
を
馳
せ
る
と
い
う
か
、
家
の

中
に
上
が
り
込
む
こ
と
は
あ
ま
り
し
な
い
よ
う
に
は
し
て
い
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
必
要
に
応
じ
て
ゴ
ミ
屋
敷
を
一
緒
に
掃
除
す
る
と
か
、
一
緒
に

暮
ら
し
の
場
所
を
整
え
る
よ
う
な
こ
と
も
や
っ
て
い
き
た
い
。

　
「
ゆ
ず
り
は
」
は
通
所
型
施
設
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
を
心
地
よ
い

場
所
に
整
備
し
て
お
く
こ
と
、
何
か
心
地
よ
く
て
安
心
だ
な
と
い
う
こ
と

が
そ
の
人
の
な
か
に
芽
生
え
て
、
自
分
の
家
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
花
瓶

で
な
く
て
も
い
い
か
ら
ち
ょ
っ
と
花
を
飾
っ
て
み
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う

暮
ら
し
の
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
や
り
と
り
は
し
て
い
き
た

い
な
と
、
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
と
、
私
が
ど
う
い
う
存
在
か
と
い
う
ご
質
問
で
し
た
が
、
今
は
、
私

は
私
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
支
援
者
と
し
て
求
め
た
り
、
応
え
て

も
ら
い
た
か
っ
た
り
し
て
、
も
ち
ろ
ん
私
も
支
援
す
る
と
い
う
仕
事
は
あ

る
け
れ
ど
、
で
も
最
終
的
に
は
、「
私
は
私
だ
よ
。
何
か
文
句
あ
る
か
」
み

た
い
な
感
じ
で
す
ね
。

　

だ
か
ら
結
構
正
直
に
、
で
き
る
こ
と
で
き
な
い
こ
と
、
な
ん
で
も
話
し

ま
す
。
支
援
す
る
側
だ
か
ら
な
ん
で
も
受
け
と
め
た
り
理
解
し
よ
う
と
は

す
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
私
に
限
ら
ず
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
で
き
な
い
こ

と
も
あ
る
。「
あ
な
た
た
ち
は
支
援
者
だ
か
ら
、
そ
れ
で
食
っ
て
い
る
ん

だ
っ
た
ら
電
話
出
ろ
」
と
か
、
み
ん
な
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
す
ご
く
求
め

て
く
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、「
夜
中
の
三
時
四
時
の
『
死
に
た
い
』
と
い
う
電

話
に
は
出
ら
れ
な
い
よ
。
私
も
寝
る
の
は
必
要
だ
か
ら
」
と
か
、
で
き
る

こ
と
で
き
な
い
こ
と
を
言
う
。
そ
ん
な
感
じ
。
そ
う
い
う
や
り
と
り
で
す

ね
。

　

こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
「
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
を
見
せ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
聞
か
れ

た
ら
答
え
る
し
、
聞
か
れ
て
も
い
な
い
の
に
話
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
は
一
切
話
し
た
く
な
い
、

そ
れ
が
お
守
り
に
な
っ
て
、
安
心
に
な
っ
て
相
談
者
と
関
わ
れ
る
人
も
い

る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
ス
タ
ン
ス
を
大
事
に
す
れ
ば
い
い
か
な
、
と

い
う
の
は
あ
り
ま
す
。

　

私
は
こ
の
人
に
は
こ
れ
を
言
っ
て
、
あ
の
人
に
は
あ
れ
を
言
わ
な
い
み

た
い
な
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
、
結
構
な
ん
で
も
言
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
例
え
ば
今
も
離
婚
の
途
中
だ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
誰
も
聞
き
た
く

な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
も
言
っ
た
り
し
ま

す
ね
。

「
初
め
て
は
い
た
靴
下
」
の
お
は
な
し

│
事
務
局
─
で
は
後
半
を
、
始
め
ま
す
。
最
初
に
、「
初
め
て
は
い
た
靴

下
」
と
題
し
た
映
像
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

約
三
万
人
の
子
ど
も
た
ち

児
童
養
護
施
設
な
ど
で

家
族
と
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る

日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
数
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
1回
│
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
安
心
と
楽
し
い
を
一
緒
に
育
む

レ
ク
チ
ャ
ー
編

そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
声

小
さ
な
つ
ぶ
や
き
に

耳
を
か
た
む
け
て
み
て
く
だ
さ
い

は
じ
め
て
は
い
た
靴
下

私
は
、

お
父
さ
ん
と
お
兄
ち
ゃ
ん
の

三
人
暮
ら
し
だ
っ
た
。

お
父
さ
ん
は
、

ト
ン
ネ
ル
や
ダ
ム
の

工
事
を
す
る
仕
事
で
、

仕
事
が
入
る
と
一
ヶ
月
、

家
に
帰
っ
て
こ
な
い

日
も
あ
っ
た
。

お
父
さ
ん
が
い
な
い
と
き
、

家
の
こ
と
や
私
の
世
話
は

お
兄
ち
ゃ
ん
が
し
て
い
た
。

小
学
校
に
は
行
っ
て
い
た
よ
。

だ
っ
て
、

給
食
が
食
べ
ら
れ
る
か
ら
。

お
父
さ
ん
が

仕
事
で
い
な
く
な
る
と
、

家
で
ご
は
ん
は

食
べ
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
、

給
食
の
た
め
に

学
校
に
行
っ
た
の
。

小
学
校
の
と
き
の

友
だ
ち
に
は
、

会
い
た
く
な
い
な
。

毎
日

同
じ
体
操
服
を
着
て
い
て
、

毎
日

裸
足
で
靴
を
は
い
て
い
た
の
。

自
分
で
は
、

自
分
が
臭
い
の
っ
て

わ
か
ら
な
い
の
、

不
思
議
だ
ね
。

私
は
小
さ
い
と
き
か
ら
ず
っ
と
、

お
兄
ち
ゃ
ん
の

使
い
っ
ぱ
し
り
だ
っ
た
。

お
兄
ち
ゃ
ん
の
命
令
は
、

絶
対
だ
っ
た
。

命
令
を
き
か
な
い
と
、

お
兄
ち
ゃ
ん
は

い
っ
ぱ
い
私
を
叩
い
た
。

お
兄
ち
ゃ
ん
が

中
学
生
に
な
る
と
、

命
令
を
き
い
て
も

き
か
な
く
て
も
、

お
兄
ち
ゃ
ん
は

私
を
叩
く
よ
う
に
な
っ
た
。

家
に
遊
び
に
き
た

お
兄
ち
ゃ
ん
の
友
だ
ち
も
、

私
を
叩
い
た
り

蹴
っ
た
り
し
て

笑
っ
て
い
た
。

私
を
叩
い
た
り

蹴
っ
た
り
し
て
、

私
が
鼻
血
を
出
し
た
り
、

立
て
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
、

ほ
ん
と
う
に
お
か
し
そ
う
に

大
声
で
笑
っ
て
い
た
。

私
が
五
年
生
の
冬
の
あ
る
日
、

私
の
家
に

お
と
な
が
た
く
さ
ん
来
て
、

「
こ
れ
か
ら
は
安
全
な
場
所
で

生
活
す
る
よ
。
お
兄
ち
ゃ
ん
と

す
こ
し
は
な
れ
て
生
活
す
る
よ
」

っ
て
言
わ
れ
て
、

突
然
、
施
設
で

暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。

は
じ
め
て

施
設
に
行
っ
た
日
に
、

施
設
の
人
が
、

私
の
足
の
裏
を
見
て
、

「
カ
サ
カ
サ
だ
ね
。

ず
っ
と
痛
か
っ
た
で
し
ょ
う
」

っ
て
言
い
な
が
ら
、

ク
リ
ー
ム
を
塗
っ
て

靴
下
を

そ
っ
と
は
か
せ
て
く
れ
た
。

生
ま
れ
て
は
じ
め
て

は
い
た
靴
下
。

う
れ
し
く
て
、

胸
が
ド
キ
ド
キ
し
た
。

施
設
の
人
に
、

お
兄
ち
ゃ
ん
が

別
の
施
設
に
行
っ
た
と
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
1回
│
生
き
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
安
心
と
楽
し
い
を
一
緒
に
育
む

レ
ク
チ
ャ
ー
編

聞
い
た
け
ど
、

お
兄
ち
ゃ
ん
も
靴
下

は
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
か
？

っ
て
聞
き
た
く
て
、

で
も
、
聞
け
な
か
っ
た
。

「
は
じ
め
て
は
い
た
靴
下
」

あ
き
も
と
り
ょ
う
こ

石
川
結
貴
・
高
橋
亜
美
（
編
）

『
愛
さ
れ
な
か
っ
た

私
た
ち
が

愛
を
知
る
ま
で
』

か
も
が
わ
出
版
よ
り

動
画
制
作　

幸
重
社
会
福
祉
事
務
所

　

今
見
て
も
ら
っ
た
動
画
と
い
う
か
物
語
は
、「
初
め
て
は
い
た
靴
下
」
と

い
う
話
で
す
。
こ
れ
は
実
話
で
、
私
が
も
う
二
〇
年
以
上
前
、
福
祉
系
の

大
学
の
四
年
生
の
と
き
に
出
会
っ
た
、
一
六
歳
の
女
の
子
、
リ
ョ
ウ
コ

ち
ゃ
ん
が
伝
え
て
く
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
当
時
私
は
、
そ
の
後
自
分

が
勤
め
る
こ
と
に
な
る
自
立
援
助
ホ
ー
ム
「
あ
す
な
ろ
荘
」
で
実
習
を
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
た
の
が
、
リ
ョ
ウ
コ
ち
ゃ

ん
で
し
た
。

　

彼
女
は
父
子
家
庭
で
育
っ
て
、
お
父
さ
ん
は
お
父
さ
ん
な
り
に
必
死
に

子
育
て
し
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
家
を
離
れ
て
お
金
を
稼
い
で
ま
た

戻
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
て
、
二
つ
三
つ
上
の
、
そ
ん

な
に
年
の
離
れ
て
い
な
い
お
兄
ち
ゃ
ん
が
い
て
、
ほ
ぼ
そ
の
お
兄
ち
ゃ
ん

と
リ
ョ
ウ
コ
ち
ゃ
ん
の
二
人
で
生
活
を
し
て
い
た
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

　

リ
ョ
ウ
コ
ち
ゃ
ん
と
は
実
習
中
に
と
て
も
仲
良
く
な
っ
て
、
自
分
の
お

う
ち
の
こ
と
と
か
、
ど
う
し
て
施
設
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、「
こ
う
い

う
理
由
で
来
て
い
た
ん
だ
よ
」「
リ
ョ
ウ
コ
の
家
は
こ
う
い
う
ふ
う
だ
っ

た
ん
だ
よ
」「
お
父
さ
ん
毎
日
い
な
く
て
、
お
金
だ
け
置
い
て
あ
っ
て
」
と
、

そ
う
い
う
話
も
い
っ
ぱ
い
し
て
く
れ
た
ん
で
す
。

　

今
お
見
せ
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
ぜ
ん
ぶ
を
伝
え
て
も
ら
っ
て
い
た
ん
で
す

け
れ
ど
、
私
が
半
年
く
ら
い
の
実
習
の
最
後
の
日
を
迎
え
る
前
に
、
大
学

の
担
当
の
先
生
か
ら
、「
苦
し
く
て
し
ん
ど
い
家
庭
環
境
で
育
っ
た
彼
女

が
、
や
っ
と
誰
か
の
手
に
保
護
さ
れ
て
、
生
活
が
始
ま
っ
て
、
そ
こ
で
い

ち
ば
ん
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
き

て
」
と
い
う
よ
う
な
課
題
を
も
ら
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
わ
ざ
わ
ざ
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
な
く
て
も
、
き
っ
と
彼
女
は
施
設
に

入
っ
て
、
お
な
か
い
っ
ぱ
い
毎
日
ご
飯
食
べ
ら
れ
る
と
か
、
彼
女
は
女
の

子
だ
か
ら
お
風
呂
に
も
入
れ
る
と
か
、
い
ち
ば
ん
嬉
し
か
っ
た
り
安
心
し

た
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
お
兄
ち
ゃ
ん
に

暴
力
を
ふ
る
わ
れ
た
と
か
、
学
校
で
は
「
臭
い
」「
汚
い
」
と
い
じ
め
ら
れ

た
り
、
い
つ
も
体
操
服
を
着
て
い
た
と
か
、
ご
飯
が
食
べ
ら
れ
な
く
て
、

ガ
リ
ガ
リ
で
細
く
て
、
背
も
小
さ
く
て
、
学
校
に
は
一
人
も
友
達
が
い
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
給
食
食
べ
に
学
校
行
っ
て
い
た
ん
だ
よ
、
み
た
い
な
話

を
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
…
…
。

　

で
も
最
後
に
彼
女
に
直
接
聞
い
て
み
よ
う
と
思
っ
て
、「
リ
ョ
ウ
コ

ち
ゃ
ん
が
施
設
に
入
れ
て
い
ち
ば
ん
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
何
だ
っ
た
？
」

と
聞
い
た
ら
、
彼
女
の
答
え
が
、「
そ
れ
ね
、
マ
ジ
靴
下
」
だ
っ
た
ん
で
す
。

私
は
「
マ
ジ
靴
下
」
と
言
わ
れ
て
ピ
ン
と
こ
な
く
て
、「
え
っ
、
靴
下
？　

こ
の
靴
下
？
」
と
聞
い
た
ら
、「
う
ん
、
そ
の
靴
下
。
靴
下
は
、
べ
つ
に
は

か
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
か
ら
。
う
ち
は
貧
乏
だ
っ
た
し
、
お
父
さ
ん

に
い
ろ
い
ろ
言
う
の
が
怖
か
っ
た
か
ら
、
靴
下
買
っ
て
く
れ
っ
て
言
え
た

こ
と
な
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
靴
下
は
き
た
か
っ
た
け
れ
ど
、
ず
っ
と
は
け

な
く
て
、
は
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
」
と
言
っ
て
。

　

彼
女
は
小
学
校
五
年
生
と
、
と
て
も
遅
く
に
保
護
さ
れ
て
養
護
施
設
に

入
っ
た
ん
で
す
が
、
養
護
施
設
の
前
に
い
っ
た
ん
入
る
一
時
保
護
所
と
呼

ば
れ
る
シ
ェ
ル
タ
ー
み
た
い
な
場
所
が
あ
り
ま
す
。
た
ぶ
ん
こ
の
靴
下
の

話
は
そ
の
一
時
保
護
所
で
の
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
一
年

間
靴
下
を
は
い
た
こ
と
の
な
い
素
足
で
生
き
て
き
た
足
だ
し
、
兄
か
ら
の

暴
力
も
本
当
に
凄
ま
じ
か
っ
た
の
で
、
き
っ
と
傷
だ
ら
け
の
足
だ
っ
た
の

を
見
て
、
一
時
保
護
所
の
ス
タ
ッ
フ
か
職
員
が
、「
カ
サ
カ
サ
だ
ね
」
と

言
っ
て
は
か
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
、
も
う
超
嬉
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
伝
え
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
本
に
し
て
も
ら
っ
た
り
動
画
に
し
て
も
ら
っ
た

り
し
て
、
私
に
と
っ
て
も
と
て
も
大
事
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ん
で
す
ね
。
靴

下
っ
て
、
自
分
が
な
ぜ
は
い
て
い
る
か
と
か
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
と

い
う
か
、
い
つ
か
ら
は
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
靴
下
を
は
き
た
い
と

か
は
き
た
く
な
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
も
考
え
た
こ
と
な
か
っ
た
な
と

思
っ
て
。
そ
う
し
た
ら
、
ぜ
ん
ぶ
そ
う
だ
な
、
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
自

分
が
普
通
に
「
い
た
だ
き
ま
す
」
や
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
を
言
う
と
か
、
暗

く
な
っ
た
ら
電
気
を
つ
け
る
と
か
、
お
友
だ
ち
と
ケ
ン
カ
し
た
ら
「
ご
め

ん
ね
」
と
言
う
と
か
…
…
、
自
分
が
あ
た
り
ま
え
に
し
て
い
る
こ
と
っ
て
、

自
分
が
勝
手
に
身
に
つ
け
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
た

誰
か
が
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
親
じ
ゃ
な
く
て
も
い
い
け
れ
ど
、
そ
れ

を
教
え
て
く
れ
る
、
育
ん
で
く
れ
る
誰
か
が
い
る
。
靴
下
を
用
意
し
て
く

れ
る
、
は
か
せ
て
く
れ
る
誰
か
が
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
な
、
と
。
シ

ン
プ
ル
な
こ
と
で
す
が
、
私
に
は
、
す
ご
い
衝
撃
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

さ
ら
に
リ
ョ
ウ
コ
ち
ゃ
ん
が
、「
お
兄
ち
ゃ
ん
も
靴
下
は
か
せ
て
も

ら
っ
て
い
る
か
、
と
聞
き
た
か
っ
た
け
れ
ど
聞
け
な
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
」

と
言
っ
た
と
き
に
は
、「
は
あ
？
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。
親
か
ら
の
ネ
グ
レ

ク
ト
に
加
え
て
、
兄
か
ら
す
ご
い
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
て
い
て
い
っ
ぱ
い
ア

ザ
を
つ
く
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
や
っ
と
保
護
さ
れ
た
の
に
、
そ
ん
な
兄
が

靴
下
を
は
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
か
ど
う
か
気
に
な
る
な
ん
て
、
と
。

　

虐
待
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
と
親
の
関
係
も
そ
う
で
す
が
、
大
学
時
代
の

私
は
そ
れ
を
被
害
者
と
加
害
者
だ
と
決
め
つ
け
て
し
ま
っ
て
、
リ
ョ
ウ
コ

の
兄
は
、
自
分
の
ス
ト
レ
ス
を
ぜ
ん
ぶ
妹
へ
の
暴
力
に
し
て
し
ま
っ
た
悪

い
ヤ
ツ
と
い
う
ふ
う
に
し
か
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
リ
ョ
ウ
コ
ち
ゃ
ん
に

と
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
怖
い
兄
だ
し
、
憎
ん
で
も
い
た
け
れ
ど
、
お
兄
ち
ゃ

ん
も
ず
っ
と
靴
下
を
は
い
て
い
な
い
の
を
見
て
い
て
、「
お
兄
ち
ゃ
ん
も

は
い
て
な
い
か
ら
、
ま
あ
い
い
か
」
と
思
え
た
り
す
る
気
持
ち
も
あ
っ
た

の
か
な
、
と
。

　

そ
う
や
っ
て
加
害
者
と
被
害
者
を
ば
っ
さ
り
分
け
る
と
か
、
悪
い
人
か

良
い
人
か
、
助
け
ら
れ
る
べ
き
人
か
そ
う
で
な
い
人
か
、
ジ
ャ
ッ
ジ
す
る

精
神
が
そ
の
頃
の
私
に
は
あ
っ
て
、
そ
の
後
も
結
構
ず
っ
と
あ
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
や
っ
と
最
近
に
な
っ
て
、
そ
う
い
う
ジ
ャ
ッ
ジ
か
ら
自
由
に

な
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
リ
ョ
ウ
コ
ち
ゃ
ん
の
「
お
兄
ち
ゃ
ん
、
靴
下

は
い
て
る
か
な
」
と
い
う
言
葉
は
ず
っ
と
心
に
残
っ
て
い
て
、
そ
の
と
き

も
衝
撃
だ
っ
た
け
れ
ど
、
本
当
に
そ
の
言
葉
の
意
味
を
わ
か
っ
て
、「
リ
ョ

ウ
コ
、
わ
か
っ
た
よ
」
と
言
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ま

だ
ほ
ん
の
最
近
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

一
一
歳
で
初
め
て
は
い
た
靴
下
も
、「
こ
れ
、
は
い
て
お
き
な
」
と
渡
さ

れ
た
靴
下
だ
っ
た
ら
、「
マ
ジ
靴
下
」
の
「
マ
ジ
」
は
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。

や
は
り
「
カ
サ
カ
サ
だ
ね
」
と
言
っ
て
、
ク
リ
ー
ム
を
塗
っ
て
も
ら
っ
て

は
か
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
の
が
、「
マ
ジ
」
と
言
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
す

ご
く
忘
れ
ら
れ
な
い
大
切
な
記
憶
に
な
っ
た
ん
だ
、「
め
っ
ち
ゃ
嬉
し

か
っ
た
」
に
な
っ
た
ん
だ
な
、
と
思
い
ま
す
。

　

お
な
か
い
っ
ぱ
い
ご
飯
食
べ
ら
れ
れ
ば
い
い
と
か
、
体
操
服
で
は
な
く

て
キ
レ
イ
で
清
潔
な
服
が
着
ら
れ
れ
ば
い
い
と
か
、
屋
根
の
あ
る
家
に
住

め
れ
ば
い
い
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
こ
に
誰
か
の
ぬ
く
も
り
や
気
持
ち
が

一
緒
に
な
い
と
、
せ
っ
か
く
の
靴
下
も
、
せ
っ
か
く
の
ご
飯
も
、
せ
っ
か

く
の
お
う
ち
も
、
本
当
に
心
に
染
み
わ
た
っ
て
い
く
も
の
に
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と
も
、
二
〇
年
以
上
前
の
リ
ョ
ウ
コ
ち
ゃ
ん
と
の

や
り
と
り
に
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
た
の
で
、
私
は
こ
れ
を
ず
っ
と
大
事

に
し
て
き
た
し
、
こ
の
気
持
ち
を
伝
え
る
の
に
い
ち
ば
ん
わ
か
り
や
す
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

リ
ョ
ウ
コ
ち
ゃ
ん
と
の
出
会
い
が
な
か
っ
た
ら
…
…
。
い
や
、
ま
ぁ
全

員
か
、
出
会
っ
て
き
た
み
ん
な
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
出
会
い
が
な

か
っ
た
ら
、
今
私
は
こ
う
し
て
い
な
い
し
、
こ
の
仕
事
も
し
て
い
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
に
伝
え
た
か
っ
た
。
私
の
話
は
、

以
上
で
す
。

＊
こ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
高
橋
さ
ん
を
含
め
話
し
合
い
の
時
間
が

も
た
れ
ま
し
た
。

│
事
務
局
─
二
時
間
は
長
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
っ
と
い

う
間
に
終
わ
り
の
時
間
が
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
参
加
い
た
だ
い
た
皆
さ

ん
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
気
づ
き
や
質
問
、
あ
る
い
は
お
話
し
し
た
い
こ
と

が
、
今
日
だ
け
で
す
ご
く
た
く
さ
ん
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、
ま
た
引
き
つ
づ
い
て
深
め
て
い
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
高
橋
さ
ん
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
2回
│
揺
ら
ぎ
と
葛
藤
を
伝
え
る

 ─
 水
俣
病
患
者
相
談
の
今

023
レ
ク
チ
ャ
ー

揺
れ
も
葛
藤
も
、

ぜ
ん
ぶ
水
俣
病
と
し
て
伝
え
た
い

　

目
の
前
の
画
面
で
皆
さ
ん
の
顔
を
見
な
が
ら
お
話

を
し
て
い
て
も
、
で
も
こ
こ
に
は
人
が
い
な
い
こ
の

オ
ン
ラ
イ
ン
の
状
況
に
慣
れ
な
く
て
、
よ
か
っ
た
ら

皆
さ
ん
、
話
の
中
で
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
に
頷
い
た
り

笑
っ
た
り
し
て
助
け
て
も
ら
え
る
と
、
と
て
も
う
れ

し
い
で
す
。「
あ
ぁ
、
錯
覚
で
は
な
い
な
、
目
の
前
に

人
が
い
る
ん
だ
な
」
と
思
え
る
の
で
、
ぜ
ひ
そ
ん
な

ふ
う
に
お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
今
日
の
タ
イ
ト
ル
を
「
揺
ら
ぎ
と
葛
藤
を
伝

え
る
」
と
つ
け
た
か
、
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

　

私
が
水
俣
病
セ
ン
タ
ー
相
思
社
に
入
っ
て
五
年
く

ら
い
た
っ
た
二
〇
一
三
年
、
水
俣
病
に
関
わ
っ
て
き

た
中
で
の
大
き
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
年

の
四
月
に
私
の
書
道
の
恩
師
の
お
母
さ
ん
が
、
四
〇

年
か
か
っ
て
、
よ
う
や
く
水
俣
病
と
し
て
認
め
ら
れ

た
の
で
す
。
恩
師
の
お
母
さ
ん
は
認
定
申
請
の
三
年

後
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
と
て
も
画
期
的

な
最
高
裁
の
判
決
で
し
た
。
そ
の
数
カ
月
後
、
も
う

一
人
、
近
所
の
方
が
患
者
と
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
方
の
認
定
が
報
道
で
も
流
れ
て
、
水
俣
で
は
誰
も

が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

毎
朝
私
に
野
菜
を
く
れ
る
お
じ
さ
ん
が
そ
の
報
道
の

翌
日
に
、「
あ
い
つ
が
認
定
さ
れ
た
け
ん
、
ま
た
水
俣

病
が
盛
り
あ
が
り
始
め
た
が
な
。
せ
っ
か
く
終
わ
り

か
け
と
っ
た
の
に
…
…
」
と
言
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

水
俣
病
は
一
九
五
六
年
に
公
式
に
確
認
さ
れ
て
、

七
〇
年
ご
ろ
か
ら
認
定
申
請
を
す
る
方
た
ち
が
わ
っ

と
現
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
闘
わ
れ
て
、
一

九
九
五
年
に
は
未
認
定
の
患
者
に
一
時
金
を
支
給
す

る
政
府
の
最
終
解
決
策
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
一

万
三
〇
〇
〇
人
の
未
認
定
患
者
が
和
解
す
る
こ
と
を

選
び
ま
し
た
。
そ
の
後
二
〇
〇
四
年
に
は
、
和
解
に

応
じ
な
か
っ
た
未
認
定
患
者
が
関
西
で
継
続
し
て
い

た
裁
判
で
勝
訴
し
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
た
く
さ
ん

の
人
た
ち
、
約
六
万
五
〇
〇
〇
も
の
人
た
ち
が
、「
自

分
は
水
俣
病
」
だ
と
新
た
に
名
乗
り
を
あ
げ
ま
し
た
。

そ
し
て
二
〇
〇
九
年
、
新
聞
に
は
「
二
回
目
の
最
終

解
決
」
と
い
う
言
葉
が
躍
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き

「
水
俣
病
被
害
者
救
済
に
関
わ
る
特
別
措
置
法
（
特

措
法
）」
が
成
立
し
て
、
先
ほ
ど
の
近
所
の
お
じ
さ
ん

も
、
こ
れ
で
や
っ
と
水
俣
病
が
終
わ
る
と
考
え
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
こ
の
お
じ
さ
ん
に
野
菜
を
も
ら
っ
て
餌
付
け

4

4

4

さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
（
笑
）、
お
じ
さ
ん
に
何
て
言
っ

た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
、
と
、
揺
れ
ま
し
た
。
私
は
一

方
で
、
そ
の
と
き
認
定
を
受
け
た
お
じ
さ
ん
に
も
餌4

付
け

4

4

さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
お
じ
さ
ん
の
こ
れ

ま
で
の
苦
し
み
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
地
域
で
裁
判
を

す
る
と
い
う
こ
と
は
村
八
分
も
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
、
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
闘
っ
て
き
た

こ
の
人
の
こ
と
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
伝
え
た

ら
い
い
ん
だ
ろ
う
、
と
…
…
。

　

で
も
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
う
言
う
近
所

の
お
じ
さ
ん
も
、
一
九
九
五
年
に
水
俣
病
の
症
状
が

認
め
ら
れ
て
和
解
の
対
象
と
な
っ
た
、
ご
自
身
も
水

俣
病
の
方
な
ん
で
す
ね
。
だ
け
れ
ど
も
、
新
た
に
認

定
さ
れ
た
人
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
と

か
、
そ
こ
で
生
ま
れ
て
し
ま
う
溝
と
か
、
そ
う
い
っ

た
も
の
を
抱
え
な
が
ら
、
ど
ん
な
ふ
う
に
水
俣
病
の

こ
と
を
伝
え
て
い
け
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
と
考
え
た
と

き
に
、「
そ
れ
も
、
そ
の
ま
ま
伝
え
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
」、「
揺
れ
も
葛
藤
も
ぜ
ん
ぶ
、
水
俣
病
の
ひ

と
つ
と
し
て
伝
え
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と

思
っ
た
。
そ
の
悩
み
と
か
葛
藤
と
か
揺
れ
に
、
み
ん

な
を
巻
き
込
ん
で
い
け
れ
ば
い
い
と
思
い
始
め
、
み

ん
な
の
揺
れ
や
葛
藤
に
私
自
身
も
巻
き
込
ま
れ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
び
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
若
い
職
員
が
、

│
と
い
っ
て
も
私
も
三

七
歳
で
若
い
つ
も
り
な
ん
で
す
が
（
笑
）、
相
思
社
の

職
員
は
二
〇
代
が
二
人
、
三
〇
代
が
三
人
、
五
〇
代

が
一
人
と
い
う
構
成
で
、
六
人
い
る
職
員
の
う
ち
私

は
上
か
ら
二
番
目
な
の
で
、
相
対
的
に
若
い
と
い
う

こ
と
で
す
が

│
、
私
よ
り
比
較
的
若
い
職
員
が
、

最
近
、
自
分
が
話
し
て
い
る
こ
と
が
と
て
も
偽
善
に

思
え
て
苦
し
い
、
と
言
っ
て
揺
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

水
俣
病
を
伝
え
る
の
は
丸
裸
に
さ
れ
る
と
い
う
か
、

自
分
が
試
さ
れ
る
よ
う
な
時
間
で
す
。
加
害
の
歴
史

や
、
そ
の
加
害
に
加
担
を
し
た
社
会
で
あ
っ
た
り
、

企
業
で
あ
っ
た
り
、
行
政
で
あ
っ
た
り
を
語
る
と
き

に
、
必
ず
そ
の
向
こ
う
に
は
自
分
が
い
る
。
そ
う
感

じ
な
が
ら
語
る
こ
と
は
、
若
い
職
員
に
と
っ
て
、
苦

し
か
っ
た
り
悩
ま
し
か
っ
た
り
す
る
こ
と
な
の
だ
ろ

う
な
と
思
い
ま
す
。
で
も
一
方
で
私
は
、
そ
の
意
識

を
も
っ
て
語
っ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
信

用
が
で
き
る
な
と
も
思
っ
て
い
て
、
胃
を
痛
め
な
が

ら
、
う
ー
ん
、
頑
張
れ
っ
て
言
え
な
い
、
何
て
言
え

ば
い
い
ん
だ
ろ
う
と
、
め
っ
ち
ゃ
思
い
ま
す
。
そ
の

ま
ま
い
け
よ
、
と
は
言
え
な
い
。
言
え
な
い
け
れ
ど
、

す
ご
く
大
事
だ
ね
と
思
い
な
が
ら
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

水
俣
病
と

関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
環
境
に
育
っ
て

　

私
が
水
俣
病
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
い
つ
か
と
考

え
る
と
、
自
分
は
も
た
ざ
る
を
得
な
い
環
境
に
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
生
ま
れ
た
の
は
、
水
俣
病
の
激
発
地
と
い
わ

れ
る
、
初
期
の
患
者
が
た
く
さ
ん
発
生
し
た
地
域
で

す
。
水
俣
病
は
、
水
銀
が
魚
を
通
じ
て
体
内
に
入
り
、

内
臓
器
官
や
脳
の
神
経
細
胞
を
壊
し
て
い
く
病
気
で

す
。
妊
娠
中
に
そ
の
魚
を
食
べ
る
と
、
胎
児
も
同
じ

よ
う
に
し
て
、
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
で
水
俣
病
に

な
る
。
こ
れ
は
遺
伝
で
は
な
く
、
中
毒
で
す
ね
。
水

俣
病
の
症
状
の
特
徴
は
手
先
足
先
の
感
覚
障
害
が
あ

る
の
で
す
が
、
大
人
よ
り
も
未
熟
な
子
ど
も
の
脳
は

侵
さ
れ
る
範
囲
が
広
く
、
ま
た
深
部
に
そ
の
影
響
が

及
び
ま
す
。
と
く
に
胎
児
性
水
俣
病
と
い
わ
れ
る
、

お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
で
食
中
毒
に
遭
っ
た
子
ど
も

に
は
全
身
性
の
感
覚
障
害
が
表
れ
る
こ
と
が
多
く
、

棄
却
さ
れ
て
い
く
人
も
た
く
さ
ん
い
て
、
大
人
と
同

じ
よ
う
に
水
俣
病
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
難
し

い
ん
で
す
ね
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
も
今
は
六
〇
代
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
失
わ
れ
た
神
経
細
胞
は
二
度
と

も
と
に
戻
ら
な
い
の
で
、
今
も
水
銀
が
悪
さ
を
し
て

い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
皆
さ
ん
後
遺
症
に
苦

し
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。
そ
う
い
う
問
題
も

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
人
た
ち
は
だ
い
た
い
私
の
親
と
同
世
代

な
ん
で
す
が
、
私
は
小
さ
い
頃
か
ら
、
胎
児
性
の
水

俣
病
患
者
の
人
た
ち
に
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
て
育

ち
ま
し
た
。
そ
の
頃
近
所
に
、「
三
智
、
ち
ょ
っ
と
こ

け
こ
ん
や
ー
（
こ
こ
へ
来
な
さ
い
）」
と
叫
び
な
が
ら

私
を
呼
ぶ
よ
う
な
、
愛
情
豊
か
な
お
ば
あ
さ
ん
が
い

ま
し
た
。
今
も
九
〇
歳
を
過
ぎ
て
元
気
で
、
私
を

「
三
智
」
と
呼
び
捨
て
で
呼
ぶ
ん
で
す
が
、
彼
女
は
胎

児
性
水
俣
病
だ
っ
た
私
の
友
だ
ち
の
お
母
さ
ん
を
、

「
あ
れ
は
水
俣
病
に
な
っ
て
、
チ
ッ
ソ
か
ら
金
ば
ふ

ん
だ
く
っ
て
、
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
ス
テ
ー
キ
ば
買

い
に
行
っ
て
、
タ
ク
シ
ー
で
帰
っ
て
く
る
」
と
言
う
。

私
は
こ
ん
な
に
頑
張
っ
て
働
い
て
、
こ
れ
だ
け
の
貯

金
が
あ
る
と
、
通
帳
を
見
せ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の

意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
友
だ
ち

の
お
父
さ
ん
の
情
緒
不
安
定
さ
と
か
、
友
だ
ち
の
お

母
さ
ん
が
暴
言
な
ど
を
突
然
言
う
の
を
、
わ
け
も
わ

か
ら
ず
受
け
取
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
環
境
で

育
ち
ま
し
た
。
そ
の
み
ん
な
か
ら
、
と
て
も
か
わ
い

が
っ
て
も
ら
っ
た
記
憶
は
あ
り
ま
す
が
…
…
。

　

小
学
校
の
高
学
年
の
と
き
に
、
水
俣
病
の
こ
と
で

嫌
な
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
以
来
何
回

か
そ
う
い
う
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。
中
学
校
を
卒
業

し
て
熊
本
市
内
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、

出
身
を
隠
す
よ
う
に
な
っ
て
、
水
俣
の
隣
町
な
ん
で

す
が
、
鹿
児
島
県
の
大
口
市
出
身
だ
と
ウ
ソ
を
言
っ

て
…
…
。
そ
う
言
っ
た
方
が
楽
に
、
幸
せ
に
生
き
ら

れ
る
と
思
っ
て
、
そ
ん
な
ふ
う
に
二
〇
歳
ま
で
過
ご

し
て
い
ま
し
た
。

　

二
〇
歳
の
と
き
に
、
子
ど
も
の
頃
の
書
道
の
先
生

が
裁
判
を
や
っ
て
い
る
と
聞
い
て
、
傍
聴
に
行
き
ま

し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
の
恩
師
も
そ
う
で
す
が
、

こ
の
人
た
ち
は
ぜ
ん
ぜ
ん
水
俣
病
で
は
な
い
と
思
っ

て
い
た
近
所
の
人
た
ち
が
、
そ
こ
に
ず
ら
っ
と
並
ん

で
い
た
ん
で
す
。
傍
聴
を
し
に
、
そ
の
裁
判
の
応
援

に
来
て
い
た
。
私
は
も
う
水
俣
に
は
帰
ら
な
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
突
然
故
郷
が
現
れ

て
、
彼
ら
が
口
々
に
自
分
の
被
害
や
自
分
の
家
族
が

ど
ん
な
目
に
遭
っ
て
き
た
か
、
そ
の
理
不
尽
な
状
況
、

歴
史
を
語
る
ん
で
す
よ
ね
。
も
う
唖
然
と
し
ま
し
た
。

　

た
だ
水
俣
に
生
き
て
い
る
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
た

人
た
ち
が
、
ず
っ
と
彼
ら
の
人
生
の
中
で
そ
う
い
う

理
不
尽
な
目
に
遭
っ
て
き
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
感

じ
て
、
当
時
出
身
を
隠
し
て
い
た
私
は
す
ご
く
後
ろ

め
た
い
気
持
ち
に
な
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
行
っ
た
ら

も
う
私
は
「
水
俣
の
み
っ
ち
ゃ
ん
」
な
ん
で
す
ね
。

　

私
は
そ
こ
で
包
み
隠
さ
ず
と
い
う
か
、
あ
り
の
ま

ま
で
い
ら
れ
る
こ
と
の
安
心
と
い
う
か
、
解
放
感
に

は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
や
は
り
何
か
を

隠
し
な
が
ら
生
き
る
の
は
、
そ
れ
な
り
に
自
分
に

永
野
三
智
（
な
が
の
・
み
ち
）

熊
本
県
水
俣
市
に
生
ま
れ
、
二
〇

〇
八
年
か
ら
一
般
財
団
法
人 

水

俣
病
セ
ン
タ
ー
相
思
社
職
員
。

二
〇
一
四
年
か
ら
相
思
社
理
事
、

一
五
年
か
ら
常
務
理
事
。
二
〇
一
七

年
か
ら
水
俣
病
患
者
連
合
事
務
局

長
を
兼
任
。
水
俣
病
患
者
相
談
窓

口
、
水
俣
茶
や
り
ん
ご
販
売
な
ど

を
担
当
し
、
同
法
人
の
機
関
紙
『
ご

ん
ず
い
』
に
「
患
者
相
談
雑
感
」

を
連
載
。
二
〇
一
八
年
に
は
、
患
者

の
声
や
相
思
社
の
活
動
を
記
録
し

た
著
書
『
み
な
、
や
っ
と
の
思
い
で

坂
を
の
ぼ
る

―
水
俣
病
患
者
相

談
の
い
ま
』（
こ
ろ
か
ら
）
を
刊
行
。

レ
ク
チ
ャ
ー
編
│
第
二
回
│
二
〇
二
一
年
一
〇
月
八
日
（
金
曜
日
）
一
九

：

〇
〇
─
二
一

：

〇
〇

揺
ら
ぎ
と
葛
藤
を
伝
え
る
│
水
俣
病
患
者
相
談
の
今

永
野
三
智
─
一
般
財
団
法
人 

水
俣
病
セ
ン
タ
ー
相
思
社
職
員
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
2回
│
揺
ら
ぎ
と
葛
藤
を
伝
え
る

 ─
 水
俣
病
患
者
相
談
の
今

レ
ク
チ
ャ
ー
編

と
っ
て
は
負
担
だ
っ
た
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

負
い
目
も
感
じ
つ
つ
、
そ
こ
で
の
結
束
と
い
う
か
、

そ
れ
が
と
て
も
恋
し
く
て
、
そ
れ
か
ら
裁
判
に
通
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
水
俣
に
帰
っ
て
き
て
、
水

俣
で
い
ち
ば
ん
大
き
な
病
院
で
働
き
ま
し
た
。
そ
こ

の
看
護
師
さ
ん
た
ち
が
、
水
俣
病
患
者
が
い
る
か
ら

こ
の
町
が
疲
弊
し
て
い
く
ん
だ
と
か
、
水
俣
病
の
裁

判
を
し
て
い
る
人
が
勝
っ
て
そ
れ
で
チ
ッ
ソ
が
も
し

つ
ぶ
れ
で
も
し
た
ら
、
町
の
人
口
は
半
分
以
下
に
な

る
と
か
、
自
分
た
ち
が
こ
ん
な
に
充
実
し
た
医
療
や

福
祉
を
受
け
ら
れ
る
の
は
チ
ッ
ソ
の
お
か
げ
だ
と
か
、

そ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
相
思
社
は
水
俣
病
患
者
の
支
援
を
し
て
い
る

の
で
、「
ニ
セ
患
者
の
製
造
所
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。

　

裁
判
を
し
て
い
た
恩
師
に
再
会
し
て
、
水
俣
に

帰
っ
て
き
て
、
皆
さ
ん
が
ど
ん
な
に
苦
し
ん
で
き
た

か
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
こ
で

何
も
言
い
返
せ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、

私
は
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
相
思
社
に
就
職
し
ま
し
た
。

本
当
に
逃
げ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
三
年
く
ら

い
後
に
、
水
俣
病
患
者
を
批
判
し
て
い
た
病
院
の
元

同
僚
が
、「
自
分
に
も
症
状
が
あ
る
」
と
相
思
社
に
来

ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
方
は
、
例
え
ば
脈
を
測
る
と
き
の
指
の
感
覚

が
鈍
く
て
わ
か
ら
な
い
か
ら
聴
診
器
で
聞
く
と
か
、

頭
痛
が
ひ
ど
く
て
普
通
の
三
倍
の
量
の
薬
を
飲
ま
な

い
と
治
ら
な
い
と
か
、
い
つ
も
寝
る
前
に
足
が
つ
っ

て
、
寝
つ
い
て
も
そ
れ
で
覚
醒
す
る
と
か
、
耳
鳴
り

が
す
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
症
状
を
訴
え
ま
し
た
。

し
か
も
そ
れ
は
昔
か
ら
あ
っ
た
症
状
で
、
自
分
が
水

俣
病
だ
と
は
気
づ
い
て
い
た
け
れ
ど
も
、
で
も
も
う
、

こ
れ
以
上
ひ
ど
く
な
る
の
が
怖
い
と
言
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
て
、
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
、
そ

う
い
う
方
た
ち
と
水
俣
病
の
話
を
す
る
に
は
ど
う
し

た
ら
い
い
の
か
、
ど
う
や
っ
た
ら
こ
の
人
た
ち
の
水

俣
病
の
扉
が
開
く
の
だ
ろ
う
と
、
ず
っ
と
考
え
て
い

ま
す
。
な
か
に
は
自
分
が
水
俣
病
で
は
な
い
と
訴
え

た
い
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
水
俣
病
患
者
を
悪
く
言
う

よ
う
な
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
ね
。

水
俣
病
の
発
生
と
そ
の
歴
史
〈
前
半
〉

　

水
俣
病
と
は
、
不
知
火
海
を
囲
む
周
辺
地
域
で
発

生
し
た
病
気
で
す
。
水
俣
病
は
、
名
前
の
イ
メ
ー
ジ

か
ら
熊
本
県
水
俣
市
で
し
か
発
生
し
て
い
な
い
と
思

わ
れ
が
ち
で
す
。
私
自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
豊
田
有
希
さ
ん
の
写
真
に
も
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
海
で
獲
れ
た
魚
を
行
商
さ
ん
た
ち
が
山
手
に

も
っ
て
行
っ
て
い
た
の
で
、
山
間
部
に
も
水
俣
病
の

症
状
を
も
つ
人
た
ち
が
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
対
岸
の

天
草
の
島
々
や
北
の
八
代
、
今
週
の
日
曜
日
に
阿
久

根
や
長
島
に
患
者
検
診
に
行
っ
て
き
た
の
で
す
が
、

こ
の
あ
た
り
に
も
水
俣
病
の
患
者
さ
ん
た
ち
は
い
ま

す
。

　

水
俣
病
が
発
生
し
た
一
九
五
六
年
当
時
は
、
水
俣

の
人
口
五
万
人
の
う
ち
、
新
日
本
窒
素
肥
料
（
現
・

チ
ッ
ソ
Ｊ
Ｎ
Ｃ
）
の
従
業
員
が
五
〇
〇
〇
人
、
市
長

や
市
議
会
議
員
の
半
分
以
上
が
そ
の
出
身
者
と
い
う

状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
水
銀
中
毒
に
な
っ
た
人
た
ち

の
数
を
、
私
た
ち
は
不
知
火
海
周
辺
地
域
の
二
〇
万

人
と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
前
熊
本
県
知
事
の
潮
谷

義
子
さ
ん
は
、
四
七
万
人
の
調
査
が
必
要
だ
と
い
う

見
解
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
豊
田
さ
ん
の
写

真
が
そ
れ
を
と
て
も
物
語
っ
て
い
る
な
と
思
い
ま
す

が
、
私
た
ち
は
海
岸
部
の
人
た
ち
の
み
を
カ
ウ
ン
ト

し
て
い
た
の
で
す
が
、
潮
谷
前
知
事
は
山
間
部
の
人

た
ち
の
こ
と
も
き
ち
ん
と
考
え
て
、
視
野
に
入
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
の
結
果
で
す
。

　

水
俣
病
の
公
式
確
認
は
一
九
五
六
年
で
す
が
、
水

俣
湾
を
汚
染
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
最
初
に
漁
民
が

チ
ッ
ソ
に
補
償
を
し
て
く
れ
と
訴
え
た
の
は
一
九
二

三
年
な
ん
で
す
ね
。
二
三
年
、
二
五
年
、
二
六
年
、

四
三
年
と
、
一
九
五
六
年
の
公
式
確
認
に
至
る
ま
で

四
回
も
、
水
俣
の
漁
民
た
ち
は
チ
ッ
ソ
に
対
し
て
声

を
上
げ
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
見
舞
金

で
片
づ
け
ら
れ
た
り
、
ま
た
は
漁
業
権
を
買
い
あ
げ

て
、
そ
こ
を
埋
め
立
て
て
工
場
を
つ
く
り
、
さ
ら
に

汚
染
水
を
流
し
て
海
を
汚
す
こ
と
を
つ
づ
け
て
い
ま

す
。
水
俣
病
は
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
公
害
病

な
ん
で
す
。

　

一
九
六
一
年
、
水
俣
病
の
公
式
確
認
の
五
年
後
に
、

子
ど
も
た
ち
と
そ
の
お
姉
さ
ん
た
ち
が
魚
を
分
け

合
っ
て
い
る
写
真
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
写
真
か
ら
は
、

こ
の
人
た
ち
が
と
て
も
た
く
さ
ん
の
量
の
魚
を
食
べ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
な
ん
で
食
べ
て
い
る

ん
だ
ろ
う
、
も
う
魚
が
危
険
だ
と
わ
か
っ
た
は
ず
だ

よ
ね
と
思
う
の
で
す
が
、
わ
か
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
水
俣
湾
の
周
辺
の
地
図
で
す
。［fig.

①
］

相
思
社
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
水
俣
病
が
起
き
た
、

こ
の
水
俣
湾
や
袋
湾
や
不
知
火
海
を
見
下
ろ
す
丘
の

上
と
、
い
つ
も
私
た
ち
は
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
何

か
偉
そ
う
で
す
ね
、
自
分
で
言
っ
て
い
て
、
嫌
だ
な

（
笑
）。

　

チ
ッ
ソ
は
町
の
中
心
、
こ
の
あ
た
り
に
あ
り
ま
す
。

こ
こ
（
百
間
排
水
口
）
か
ら
廃
水
が
流
れ
て
海
を
汚

染
し
ま
し
た
。「
た
く
さ
ん
の
患
者
が
発
生
し
て
し

ま
っ
た
ぞ
」
と
い
う
こ
と
で
、
チ
ッ
ソ
は
一
九
五
八

年
、
不
知
火
海
全
域
に
流
れ
る
よ
う
に
排
水
口
の
場

所
を
変
え
て
、
毒
の
希
釈
効
果
を
期
待
す
る
ん
で
す
。

毒
は
海
水
で
薄
ま
る
の
で
す
が
、
魚
の
食
物
連
鎖
に

よ
っ
て
、
人
間
の
体
の
中
に
入
る
頃
に
は
高
濃
度
の

毒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

海
が
汚
染
さ
れ
、
漁
獲
高
も
減
る
し
、
家
族
が
水

俣
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
、
と
う
と
う

不
知
火
海
周
辺
の
漁
師
た
ち
は
幾
度
か
チ
ッ
ソ
と
交

渉
を
試
み
る
も
、
つ
い
に
乗
り
込
み
、
中
の
機
材
を

壊
し
た
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
同
時
期
、
通
産
省

は
チ
ッ
ソ
に
対
し
て
、
排
水
口
の
場
所
を
元
に
戻
し
、

水
銀
を
浄
化
す
る
装
置
を
つ
く
る
こ
と
を
指
導
し
ま

す
。
チ
ッ
ソ
は
命
令
を
聞
い
て
排
水
口
の
場
所
を
元

に
戻
し
、
サ
イ
ク
レ
ー
タ
ー
（
水
銀
浄
化
装
置
）
を

つ
く
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
サ
イ
ク
レ
ー
タ
ー
を
つ

く
っ
た
人
は
、
誰
で
し
ょ
う
？　

確
か
に
つ
く
る
の

は
チ
ッ
ソ
で
す
が
、
実
際
に
働
い
た
な
か
に
は
、
水

俣
病
患
者
の
家
族
も
い
ま
し
た
。
当
時
、
病
院
に
行

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
薬
を
買
わ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
の
で
、
現
金
収
入
が
必
要
に
な
っ
た
患

者
の
家
族
た
ち
が
、
チ
ッ
ソ
の
下
請
の
建
築
業
で
働

い
た
の
で
す
。

　

サ
イ
ク
レ
ー
タ
ー
の
お
披
露
目
式
の
場
で
、
チ
ッ

ソ
の
社
長
は
熊
本
県
知
事
を
立
会
人
と
し
て
呼
び
、

排
水
口
か
ら
出
て
き
た
水
を
コ
ッ
プ
に
注
い
で
飲
ん

で
み
せ
ま
す
。
映
画
『M

IN
A

M
A

TA

│
ミ
ナ
マ

タ
―
』（
監
督

：

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
レ
ヴ
ィ
タ
ス
、
二

〇
二
〇
年
）
を
見
た
人
は
い
ま
す
か
。
あ
、
い
な
い

で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
に
い
な
い
と
思
わ
な
か
っ
た
の

で
、
ど
う
し
よ
う
。
見
て
ね
（
笑
）。
そ
の
映
画
の
中

で
は
、
そ
の
様
子
が
ち
ょ
っ
と
コ
ミ
カ
ル
に
描
写
さ

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
住
民
た
ち
は
「
チ
ッ

ソ
の
廃
水
は
安
全
に
な
っ
た
！
」
と
、
魚
を
食
べ
始

め
る
ん
で
す
ね
。

　

私
の
う
ち
の
近
所
の
、
一
七
歳
で
嫁
に
来
て
四
人

の
子
ど
も
を
産
ん
だ
Ａ
さ
ん
は
、
二
七
歳
の
と
き
に

夫
を
亡
く
し
、
夫
の
お
父
さ
ん
が
水
俣
病
で
寝
た
き

り
に
な
り
ま
し
た
。
家
族
五
人
を
一
人
で
養
う
た
め

に
、
廃
水
が
浄
化
さ
れ
た
の
を
機
に
魚
の
行
商
の
仕

事
を
再
開
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
に
は
漁
も
再
開
さ
れ

て
い
た
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
チ
ッ
ソ
の
社
長
が
飲

ん
だ
の
は
チ
ッ
ソ
の
排
水
で
は
な
く
、
た
だ
の
水

だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
サ
イ
ク
レ
ー

タ
ー
に
は
水
銀
を
き
れ
い
に
す
る
効
果
は
な
く
、
そ

れ
か
ら
一
〇
年
も
の
あ
い
だ
、
水
俣
湾
や
不
知
火
海

の
人
た
ち
は
、
だ
ま
さ
れ
て
毒
を
食
わ
さ
れ
て
水
俣

病
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
二
年
後
の
一
九
六
一
年
の
魚
の
水
銀
値
は
、

三
六ppm

と
デ
ー
タ
で
残
っ
て
い
ま
す
。
今
の
暫

定
の
安
全
基
準
が
〇
．三ppm

で
す
か
ら
、
お
よ
そ

一
〇
〇
倍
の
毒
が
入
っ
た
魚
を
、
住
民
は
食
べ
て
い

た
。
み
ん
な
魚
は
安
全
だ
と
信
じ
込
ん
で
い
た
。
信

じ
た
い
で
す
よ
、
ず
っ
と
魚
を
食
べ
て
生
き
て
き
た

わ
け
で
す
か
ら
。

【
質
疑
応
答
1
】
加
害
の
向
こ
う
側
に

自
分
が
い
る
、
と
は
？

│
事
務
局
─
前
半
の
永
野
さ
ん
の
話
を
受
け
て
、

何
か
も
う
少
し
聞
き
た
い
と
か
、
永
野
さ
ん
に
直
接

お
う
か
が
い
し
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
ご
発
言

く
だ
さ
い
。

参
加
者
1
─
先
ほ
ど
、「
加
害
の
向
こ
う
側
に
自
分

が
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
聞
こ
え
た
の
で

す
が
、「
偽
善
に
思
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う

こ
と
か
、
聞
い
て
も
い
い
で
す
か
。

永
野
─
自
分
も
、
水
俣
病
を
生
ん
だ
社
会
や
、
そ
れ

を
放
置
す
る
社
会
を
構
成
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
の

一
人
で
あ
る
と
い
う
感
覚
。

　

九
二
歳
の
漁
師
さ
ん
と
話
を
す
る
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
ね
。
彼
は
八
歳
で
お
父
さ
ん
を
亡
く
し
て
、
ご

飯
の
足
し
に
な
る
も
の
を
獲
る
た
め
に
、
近
所
の
漁

師
さ
ん
た
ち
に
ま
ざ
っ
て
漁
を
始
め
た
ん
で
す
。
一

二
歳
で
小
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
中
学
校
に
は
行
か

ず
、
漁
師
に
な
っ
た
ん
で
す
。
小
学
校
時
代
も
半
分

以
上
が
戦
争
の
練
習
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
字

が
ほ
と
ん
ど
書
け
な
い
ん
で
す
。
彼
は
魚
が
好
き
で
、

「
魚
と
人
間
と
の
命
は
同
等
だ
」
と
言
い
、
そ
う
い
う

も
の
を
自
分
が
食
べ
て
い
る
と
言
う
。

　

そ
の
彼
が
、「
水
俣
病
に
な
っ
た
と
き
は
、
自
分
が

漁
師
を
し
て
い
る
こ
と
を
後
悔
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

今
六
〇
代
に
な
っ
て
い
る
三
人
の
子
ど
も
た
ち
が
症

fig.①
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
2回
│
揺
ら
ぎ
と
葛
藤
を
伝
え
る

 ─
 水
俣
病
患
者
相
談
の
今

レ
ク
チ
ャ
ー
編

状
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
は
、
自
分
が

漁
師
に
な
っ
た
こ
と
を
初
め
て
後
悔
し
た
」
と
、「
こ

げ
ん
後
悔
せ
ん
ば
い
か
ん
と
か
な
」
と
言
わ
れ
た
ん

で
す
よ
ね
。
行
政
は
何
も
せ
ん
と
か
、
チ
ッ
ソ
を
恨

ん
で
い
る
と
か
、
行
政
や
チ
ッ
ソ
と
の
闘
い
の
中
で

自
分
た
ち
が
ど
れ
だ
け
愚
弄
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う

こ
と
を
お
話
し
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
聞
き
な

が
ら
、
一
緒
に
憤
る
こ
と
も
で
き
る
ん
だ
け
ど
、
私

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
行
政
や
社
会
に
近
い
。
自
分

が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
。
す
ご
く
苦
し

く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。「
そ
ん
な
顔
せ
ん
で
よ
か
」
と

言
わ
れ
る
け
ど
、
水
俣
病
の
歴
史
を
断
罪
す
る
よ
う

な
と
き
、
自
分
の
言
葉
に
め
っ
ち
ゃ
違
和
感
が
あ
っ

て
、
そ
れ
は
自
分
に
も
加
害
の
部
分
が
あ
る
か
ら
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
「
聞
い
て
い
い
ん
で
す
か
」
と
言
っ
て
く
れ
た
け

れ
ど
、
聞
い
て
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、
う
ま
く
言
え
な

い
。
す
み
ま
せ
ん
、
何
か
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
追

い
詰
め
ら
れ
た
鹿
。

参
加
者
1
─
そ
れ
は
一
般
的
に
共
感
と
か
同
感
、
簡

単
に
い
う
と
気
持
ち
が
入
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る

感
じ
な
ん
で
す
か
。
例
え
ば
九
〇
歳
の
お
じ
い
さ
ん

や
、
強
く
発
言
さ
れ
て
い
る
方
の
話
を
聞
い
て
い
る

う
ち
に
、
自
分
自
身
も
つ
ら
く
な
る
と
い
う
か
…
…
。

永
野
─
と
い
う
の
と
、
あ
と
、
自
分
も
同
じ
、
そ
う

い
う
ふ
う
に
や
っ
て
し
ま
う
危
う
さ
を
も
っ
て
い
る

だ
ろ
う
な
っ
て
思
う
。
加
害
の
側
に
立
ち
や
す
い
よ

な
、
と
思
う
。
自
分
が
そ
の
場
に
立
っ
て
、
ど
う
い

う
行
動
を
と
る
か
わ
か
ら
な
い
。
う
ち
の
若
い
職
員

が
今
抱
え
て
い
る
も
の
と
ち
ょ
っ
と
似
た
よ
う
な
、

そ
こ
は
共
感
す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
共
感
と
い
う
な

ら
、
そ
っ
ち
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
漁
師
さ
ん
に

は
、
共
感
と
い
う
か
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

と
土
下
座
し
た
く
な
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

共
感
と
言
っ
た
ら
失
礼
だ
な
、
と
思
っ
た
り
。

参
加
者
1
─
私
も
会
社
員
を
や
っ
て
い
る
と
、
組
織

の
中
で
も
グ
レ
ー
な
と
こ
ろ
は
や
は
り
あ
っ
て
、

そ
っ
ち
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
私
も
他
人
の
こ
と
は

言
え
な
い
し
…
…
と
い
う
よ
う
な
状
況
…
…
。

  　永
野
─
で
も
、
言
っ
て
い
い
ん
で
す
。
言
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

参
加
者
1
─
そ
う
い
う
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
不
正

と
か
が
起
こ
る
よ
ね
と
言
わ
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
に

水
俣
病
は
遠
い
話
だ
か
ら
傍
か
ら
言
え
る
け
ど
、

じ
ゃ
あ
身
近
な
こ
と
で
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
か

と
言
わ
れ
る
と
、
た
ぶ
ん
誰
も
、
叩
け
ば
ほ
こ
り
が

出
な
い
人
は
い
な
い
と
思
い
つ
つ
聞
い
て
い
ま
す
。

永
野
─
そ
う
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
な
の
か
な
ぁ
、
何
な
の
か
な
ぁ
。
う
ー
ん
、
は
い
、

「
は
い
」
し
か
言
え
な
い
。「
は
い
」
し
か
言
え
な
く

て
す
み
ま
せ
ん
。
参
加
者
1
さ
ん
、
す
み
ま
せ
ん
。

も
っ
と
頑
張
り
ま
す
。
頑
張
る
だ
け
で
は
駄
目
で
す

が
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
質
疑
応
答
2
】
永
野
三
智
と

水
俣
の
み
っ
ち
ゃ
ん
、

ど
ち
ら
が
永
野
さ
ん
に
と
っ
て
自
然
？

　
参
加
者
2
─
水
俣
病
は
も
ち
ろ
ん
重
い
話
で
、
水
俣

病
に
関
す
る
知
識
も
な
か
っ
た
の
で
、
私
に
と
っ
て

は
、
言
っ
て
み
れ
ば
腫
れ
も
の
的
な
お
話
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
お
話
し
さ
れ
て
い
る
様
子
か
ら
、
葛
藤

と
か
も
含
め
て
、
今
聞
い
て
い
て
思
っ
た
の
が
、
以

前
は
水
俣
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に

暮
ら
し
て
い
ら
し
た
自
分
と
、
水
俣
の
み
っ
ち
ゃ
ん

で
い
ら
れ
る
今
の
ご
自
分
と
、
ど
ち
ら
が
自
然
と
い

う
か
、
ご
自
身
の
か
た
ち
、
精
神
的
に
ど
ち
ら
が
楽

と
い
う
か
、
自
然
体
で
い
ら
れ
る
の
か
、
う
か
が
え

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

永
野
─
ど
ち
ら
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
あ
ぁ
、
大
変

だ
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
隠
し
て
い
た
と
き
は
、
隠
さ

な
い
と
大
変
で
隠
し
て
い
ま
し
た
。
水
俣
に
帰
っ
て
、

水
俣
病
の
こ
と
を
仕
事
に
す
る
こ
と
で
失
う
も
の
の

大
き
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
ま
り
簡
単
に
、
こ
う
だ
よ
、
あ
あ
だ
よ
と
説
明

が
で
き
な
い
ん
で
す
が
、
こ
の
仕
事
を
始
め
た
こ
と

で
切
れ
て
し
ま
っ
た
縁
と
か
、

│
そ
れ
は
、
こ
れ

か
ら
ま
た
取
り
戻
し
て
い
こ
う
と
思
う
の
で
す
が

│
、
水
俣
病
に
は
タ
ブ
ー
な
部
分
が
あ
っ
た
り
、

運
動
の
中
で
敵
対
し
て
き
た
人
た
ち
が
い
た
り
と
か

…
…
。
そ
の
な
か
に
自
分
も
入
り
込
ん
で
、
巻
き
込

ま
れ
て
、
自
分
で
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
ん
で
す
が
、

幼
い
頃
か
ら
築
い
て
き
た
関
係
が
、
こ
ん
な
こ
と
で

簡
単
に
切
れ
て
し
ま
う
ん
だ
な
み
た
い
な
こ
と
も

あ
っ
た
り
し
て
、
水
俣
病
は
本
当
に
腫
れ
も
の
で
あ

る
と
い
う
の
は
、
あ
な
が
ち
私
に
も
当
て
は
ま
ら
な

い
で
も
な
い
な
と
、
今
思
い
ま
し
た
。

　

な
の
で
、
わ
り
と
ど
っ
ち
が
楽
と
い
う
こ
と
も
な

い
な
、
と
思
っ
て
。
で
も
、
そ
れ
で
も
自
分
で
選
ん

だ
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
を
や
っ
て
い
く
と
は
思
っ
て

い
ま
す
。
ど
う
や
っ
た
っ
て
水
俣
病
か
ら
は
逃
れ
ら

れ
な
い
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

参
加
者
2
─
先
ほ
ど
の
参
加
者
1
さ
ん
の
話
を
引
き

取
っ
て
言
う
と
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
葛
藤
と

い
う
か
、
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
楽
と
い
う
わ
け
で
で

は
な
く
て
、
悩
ん
だ
り
良
か
っ
た
面
と
い
う
の
は
、

必
ず
そ
う
い
う
こ
と
は
、
誰
彼
構
わ
ず
、
暮
ら
し
の

中
で
一
分
一
秒
単
位
で
訪
れ
る
の
か
な
と
思
い
ま
し

た
。
と
て
も
自
然
な
お
答
え
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

永
野
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
が
楽
で
す
と

言
え
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
言
え
な
く

て
す
み
ま
せ
ん
。

参
加
者
2
─
楽
で
す
か
、
と
い
う
聞
き
方
は
ち
ょ
っ

と
変
で
し
た
ね
。

永
野
─
い
や
い
や
、
ぜ
ん
ぜ
ん
変
で
は
な
か
っ
た
で

す
。
一
部
楽
に
な
り
ま
し
た
。
隠
さ
な
く
て
済
む
っ

て
い
う
部
分
は
と
て
も
楽
に
な
っ
て
。
そ
れ
で
も
県

外
に
出
た
と
き
に
出
身
を
聞
か
れ
て
ビ
ク
ッ
と
し
た

り
と
か
、
面
倒
く
さ
い
な
と
思
っ
て
し
ま
う
自
分
も

い
て
…
…
。
そ
こ
は
水
俣
病
セ
ン
タ
ー
相
思
社
の
職

員
と
し
て
は
ど
う
な
の
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う

部
分
も
あ
っ
て
い
い
か
な
と
思
う
し
。
自
分
の
友
だ

ち
や
弟
が
、
関
東
の
方
で
出
身
を
隠
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
隠
し
て
い
る
こ
と
も
理
解
し

た
い
と
思
う
し
、
彼
ら
が
そ
れ
で
幸
せ
で
あ
れ
ば
と

て
も
い
い
と
思
う
し
、
ま
た
隠
さ
な
く
て
も
い
い
よ

う
な
社
会
で
あ
っ
た
り
、
彼
ら
の
心
持
ち
が
あ
る
と

ま
た
い
い
な
と
も
思
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ど
れ
を

取
っ
て
も
い
い
し
、
ど
れ
を
取
ら
な
く
て
も
い
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

参
加
者
2
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

│
事
務
局
─
二
つ
の
質
問
は
、
な
ぜ
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
か
を
考
え
る
と
こ
ろ
に
つ
な

が
っ
て
い
く
お
話
で
す
ね
。

永
野
─
も
う
裸
ん
坊
に
な
り
ま
し
た
（
笑
）。

│
事
務
局
─
う
れ
し
い
で
す
。
裸
ん
坊
に
な
っ
て

い
た
だ
く
と
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

水
俣
病
の
発
生
と
そ
の
歴
史
〈
後
半
〉

　

漁
師
さ
ん
た
ち
が
チ
ッ
ソ
に
陳
情
に
行
っ
た
と
き

の
写
真
や
患
者
た
ち
が
座
り
込
み
を
し
た
と
き
の
写

真
が
残
っ
て
い
ま
す
。
水
俣
病
の
公
式
確
認
か
ら
三

年
後
で
す
。
チ
ッ
ソ
は
、
そ
し
て
行
政
は
水
俣
病
の

原
因
を
知
っ
て
い
た
。
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
隠
し
て
暴
動
し
た
漁
師
を
責
め
、
座
り
込
み
を

す
る
患
者
の
テ
ン
ト
を
、
労
働
者
を
使
っ
て
取
り
上

げ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

廃
水
浄
化
装
置
（
サ
イ
ク
レ
ー
タ
ー
）
の
実
物
が

こ
の
写
真
で
、［fig.

②
］
今
も
水
俣
に
来
れ
ば
、
バ
ク

テ
リ
ア
で
廃
水
を
浄
化
す
る
こ
の
装
置
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
装
置
が
で
き
た
こ
と
を
き
っ
か

け
に
見
舞
金
契
約
を
結
ん
で
、
チ
ッ
ソ
が
原
因
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
貧
し
い
人
た
ち
が
チ
ッ
ソ
の
近
所

に
住
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
人
た
ち
に
お
見
舞
い
し

て
さ
し
あ
げ
ま
す
よ
と
い
う
契
約
を
、
患
者
た
ち
と

チ
ッ
ソ
が
結
び
ま
し
た
。

　

非
常
に
安
い
見
舞
金
で
す
。
こ
の
見
舞
金
を
受
け

取
っ
た
方
の
リ
ス
ト
が
相
思
社
に
あ
っ
て
、
近
所
の

女
性
が
そ
の
な
か
に
い
た
ん
で
す
。
小
さ
い
頃
か
ら

よ
く
知
っ
て
い
る
方
だ
っ
た
の
で
す
が
、「
な
ん
で

こ
ん
な
契
約
に
サ
イ
ン
し
た
の
。
金
額
は
安
い
し
、

理
不
尽
な
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
書
い
て
あ
る
！
」
と
、

び
っ
く
り
し
て
質
問
に
行
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た

ら
「
だ
っ
て
字
が
読
め
ん
や
っ
た
も
ね
」
と
言
わ
れ

て
…
…
。「
弁
護
士
さ
ん
で
も
お
ら
っ
た
ら
違
っ
た

よ
」
と
。

　
「
だ
け
ど
そ
の
と
き
は
、
私
た
ち
の
味
方
は
い
な

か
っ
た
、
マ
ス
コ
ミ
も
市
民
も
行
政
も
学
者
も
、
み

fig.②

fig.③：水俣病見舞金受給者証書の表紙
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わ
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摩
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」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
2回
│
揺
ら
ぎ
と
葛
藤
を
伝
え
る

 ─
 水
俣
病
患
者
相
談
の
今

レ
ク
チ
ャ
ー
編

ん
な
チ
ッ
ソ
の
味
方
を
し
た
。
支
援
者
と
い
わ
れ
る

人
た
ち
が
来
た
の
は
い
つ
ね
。
そ
の
一
〇
年
後
で

し
ょ
う
が
」
と
言
わ
れ
て
、
本
当
に
愚
問
だ
っ
た
な

と
思
い
ま
し
た
。［fig.
③
］

　

冒
頭
で
少
し
話
を
し
た
ん
で
す
が
、
認
定
患
者
は

何
人
ぐ
ら
い
い
る
の
、
こ
れ
ま
で
に
認
定
申
請
し
た

人
た
ち
は
ど
れ
ぐ
ら
い
な
の
、
和
解
し
た
人
た
ち
は
、

そ
の
う
ち
和
解
で
も
切
り
捨
て
ら
れ
た
人
た
ち
は
ど

の
く
ら
い
、
今
は
何
人
認
定
し
て
い
る
の
…
…
。
す

み
ま
せ
ん
。
い
ち
ば
ん
下
の
「
認
定
申
請
者
」
が
熊

本
県
の
数
字
で
し
た
。
鹿
児
島
県
も
合
わ
せ
る
と
一

〇
〇
〇
人
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。

認
定
患
者

　

二
二
八
三
人

こ
れ
ま
で
に
認
定
申
請
を
し
た
人

　

二
六
〇
二
七
人

救
済
策
に
よ
る
水
俣
病
手
帳
取
得

　

六
五
五
三
〇
人

手
帳
不
所
得

　

九
五
七
二
人
（
申
請
す
る
も
非
該
当
）

認
定
申
請
者　

二
〇
二
一
年
九
月
末
現
在

　

三
四
九
人
（
熊
本
県
）

　

今
、
認
定
申
請
を
し
て
い
る
人
た
ち
か
ら
聞
い
た

話
で
す
。

　

被
害
を
訴
え
て
、
ま
ず
認
定
申
請
を
す
る
と
、
行

政
が
認
定
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
証
拠
が
求
め
ら

れ
ま
す
。「
例
え
ば
六
〇
年
前
に
食
べ
た
魚
の
領
収

書
を
」
と
、
若
い
行
政
職
員
が
言
う
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
お
手
伝
い
し
て
認
定
さ
れ
た
方
が
数
名

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
方
た
ち
は
、
例
え
ば
裁
判
で

勝
訴
し
た
私
の
恩
師
、
溝
口
秋
生
先
生
の
お
母
さ
ん

の
よ
う
に
、
裁
判
で
司
法
認
定
を
受
け
て
、
そ
の
後

に
行
政
が
認
め
た
司
法
認
定
の
ケ
ー
ス
、
県
知
事
の

独
断
で
認
定
を
受
け
た
ケ
ー
ス

│
こ
れ
は
審
査
会

が
ど
う
の
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
で
す
、
そ
れ
か

ら
第
一
次
訴
訟
、
一
九
六
九
年
か
ら
七
三
年
ま
で
の

水
俣
病
の
裁
判
の
原
告
で
、
両
親
が
水
俣
病
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
て
、
裁
判
資
料
が
き
ち
ん
と

残
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
の
み
で
し
た
。

　

去
年
は
コ
ロ
ナ
禍
だ
っ
た
の
で
棄
却
さ
れ
た
方
は

一
〇
〇
名
ち
ょ
っ
と
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
前
年

は
三
〇
〇
名
、
そ
の
前
年
は
三
〇
〇
名
、
そ
の
前
年

は
三
〇
〇
名
と
、
棄
却
さ
れ
る
人
た
ち
は
た
く
さ
ん

い
て
、
認
定
は
も
う
ほ
と
ん
ど
望
め
な
い
。
私
は
名

古
屋
な
ど
に
も
検
診
の
手
伝
い
に
行
く
の
で
す
が
、

そ
こ
で
検
診
に
来
た
方
が
、「
棄
却
さ
れ
る
の
は
わ

か
っ
て
い
る
、
棄
却
の
通
知
を
待
っ
て
い
る
の
は
死

刑
判
決
を
待
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
言
わ
れ

て
い
て
、
本
当
に
切
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
［fig.

④
］、
左
が
「
こ
こ
の
魚
は
危
険
だ
か

ら
捕
ら
な
い
で
ね
」
と
熊
本
県
と
水
俣
市
と
市
の
漁

協
が
言
っ
て
い
る
看
板
で
、
右
の
看
板
は
「
隣
の
看

板
を
書
い
た
人
た
ち
は
、
昭
和
四
〇
年
代
に
こ
こ
の

魚
は
安
全
だ
か
ら
食
べ
ろ
と
先
頭
に
立
っ
て
言
っ
て

い
た
人
た
ち
で
す
。
こ
う
い
う
看
板
を
見
る
に
つ
け

憤
り
を
感
じ
ま
す
と
い
う
」
と
、
地
域
の
住
民
が
立

て
た
そ
う
い
う
内
容
の
看
板
で
す
。

　

住
民
が
行
政
に
対
し
て
な
ぜ
こ
ん
な
に
怒
り
を
抱

い
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
今
現
在
に
至
る
ま
で
、

水
俣
湾
や
不
知
火
海
の
漁
獲
の
規
制
、
摂
取
の
法
律

的
な
規
制
、
す
な
わ
ち
、
魚
を
捕
る
な
食
べ
る
な
と
、

法
律
で
言
わ
れ
た
こ
と
が
一
回
も
な
い
ん
で
す
。
こ

の
看
板
は
法
律
で
は
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
例
え
ば

今
コ
ロ
ナ
禍
で
、
休
み
な
さ
い
と
法
律
で
命
令
さ
れ

て
い
な
い
か
ら
何
の
手
当
も
な
い
、
み
た
い
な
こ
と

と
す
ご
く
似
て
い
る
な
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い

う
こ
と
で
す
。 

水
俣
病
で
亡
く
な
っ
た

B
さ
ん
と
そ
の
お
姉
さ
ん
の
話

　

今
度
は
、
Ｂ
さ
ん
と
そ
の
お
姉
さ
ん
の
話
を
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

め
っ
ち
ゃ
頻
繁
に
相
思
社
に
来
る
そ
の
方
は
、
今

は
八
〇
代
半
ば
ぐ
ら
い
で
、
初
め
て
お
会
い
し
た
の

は
七
〇
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
し
た
。
相
思
社

に
い
ら
し
て
ま
っ
た
く
同
じ
話
を
さ
れ
る
ん
で
す
。

自
分
の
妹
が
五
歳
で
発
症
し
て
、
八
歳
で
亡
く
な
っ

た
と
。「
そ
の
妹
に
ビ
ナ
と
い
う
巻
貝
を
食
べ
さ
せ

た
の
は
私
だ
。
毒
が
た
ん
ま
り
入
っ
て
い
た
。
で
も
、

知
ら
ん
か
っ
た
も
ん
ね
、
お
い
し
か
っ
た
も
ね
」
と

言
っ
て
、
い
つ
も
笑
う
ん
で
す
。
わ
っ
は
は
は
は
と
。

　

そ
う
い
う
話
を
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
誰
に
で
も

す
る
ん
で
す
。
私
に
は
も
ち
ろ
ん
、
初
対
面
の
人
た

ち
に
も
、
ぜ
ん
ぜ
ん
悲
し
い
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
、

一
三
年
ぐ
ら
い
そ
う
い
う
ふ
う
に
話
し
て
こ
ら
れ
て
。

そ
の
話
や
、
妹
さ
ん
の
お
墓
を
掘
り
起
こ
し
た
と
い

う
話
を
、
た
ぶ
ん
私
は
も
う
一
〇
〇
回
以
上
聞
い
て

い
て
、
そ
ら
で
話
せ
る
く
ら
い
で
す
。
私
も
時
々

ち
ょ
っ
と
飽
き
て
し
ま
っ
て
、

│
す
み
ま
せ
ん
、

飽
き
ち
ゃ
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が

│
、
ほ
か
の
話
を
聞
き
た
い
と
思
っ
た
り
し
て

…
…
。

　

そ
の
話
が
、
昨
年
末
ぐ
ら
い
で
す
か
、
ま
っ
た
く

逆
の
感
情
で
語
ら
れ
て
、
本
当
に
少
女
み
た
い
な
お

顔
に
な
っ
て
、
一
〇
代
の
女
の
子
の
よ
う
に
な
っ
て

泣
か
れ
て
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
。
こ
れ
を
ど
ん

な
ふ
う
に
し
て
受
け
取
っ
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
、
ど

う
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
た
ぶ
ん
そ
の

私
の
動
揺
が
伝
わ
っ
て
、
そ
れ
以
来
ま
た
そ
の
話
を

笑
い
話
と
し
て
、
妹
に
ビ
ナ
を
食
べ
さ
せ
た
の
は
私

だ
と
笑
い
な
が
ら
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

最
近
そ
の
亡
く
な
っ
た
妹
さ
ん
の
お
弔
い
を
こ
こ

で
や
っ
た
ん
で
す
。
相
思
社
に
は
大
き
な
仏
壇
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
位
牌
が
あ
る
ん
で
す
ね
。（
永
野

氏
、Z

oom

の
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
変
更
）
こ
れ
は
今

の
職
場
な
ん
で
す
が
、
仏
壇
が
見
え
ま
す
か
。
こ
こ

に
Ｂ
さ
ん
と
い
う
女
の
子
の
お
位
牌
を
お
預
か
り
し

て
い
て
、
お
姉
さ
ん
で
あ
る
そ
の
方
は
私
た
ち
に
会

い
に
来
る
と
い
う
よ
り
も
、
妹
さ
ん
の
位
牌
を
拝
み

に
来
る
。
そ
の
と
き
に
妹
さ
ん
の
思
い
出
話
と
し
て
、

そ
の
話
を
と
に
か
く
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

ん
で
す
。
妹
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
が
三
月
一
五

日
で
、
そ
の
日
に
お
弔
い
を
し
よ
う
と
い
う
計
画
で

し
た
が
、
お
姉
さ
ん
が
入
院
し
て
二
カ
月
遅
れ
と
な

り
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
祈
り
の
会
に
し
よ
う
と
、
そ
れ
ま
で

ず
っ
と
聞
い
て
き
た
な
か
に
Ｂ
さ
ん
は
歌
と
踊
り
が

好
き
だ
と
い
う
話
が
出
て
い
て
、
で
は
お
弔
い
だ
け

れ
ど
も
妹
さ
ん
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
を
い
っ
ぱ
い
や

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
あ
っ
た
の
で

す
が
、
チ
ン
ド
ン
屋
さ
ん
や
歌
い
手
さ
ん
、
芸
能
の

人
た
ち
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
、
仏
間
で
に
ぎ
や
か

に
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら

お
姉
さ
ん
が
一
番
盛
り
上
が
っ
て
、
と
て
も
楽
し
ん

で
く
だ
さ
っ
て
。

　

最
初
に
山
伏
の
方
が
お
経
を
あ
げ
、
そ
れ
か
ら
石

牟
礼
道
子
さ
ん
の
『
苦
海
浄
土
』
第
二
部
「
神
々
の

村
」
に
、
そ
の
Ｂ
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
こ
と
が
出
て

く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
弾
き
語
っ
て
く
れ
て
。
そ

の
後
チ
ン
ド
ン
屋
さ
ん
が
出
て
き
て
た
く
さ
ん
歌
を

歌
っ
て
、
踊
り
を
踊
っ
て
、
最
後
に
埼
玉
か
ら
駆
け

つ
け
て
く
れ
た
イ
・
ジ
ョ
ン
ミ
さ
ん
と
い
う
祈
り
の

歌
を
歌
う
方
が
、
Ｂ
さ
ん
の
た
め
だ
け
に
祈
っ
た
ん

で
す
ね
。
そ
れ
は
Ｂ
さ
ん
の
た
め
だ
け
と
言
い
つ
つ
、

お
姉
さ
ん
の
た
め
で
も
あ
っ
て
、
み
ん
な
が
彼
女
に

注
目
し
て
、
彼
女
の
こ
れ
ま
で
の
苦
労
を
ね
ぎ
ら
う fig.④
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│
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 ─
 水
俣
病
患
者
相
談
の
今

レ
ク
チ
ャ
ー
編

よ
う
な
場
が
も
て
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。

　

そ
の
三
日
後
か
ら
、
Ｂ
さ
ん
の
お
姉
さ
ん
は
ま
た

相
思
社
に
来
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
疲
れ
て

三
日
間
横
に
な
っ
て
寝
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
そ
れ

か
ら
は
Ｂ
さ
ん
の
話
を
し
な
く
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

位
牌
へ
の
お
参
り
も
一
カ
月
せ
ず
に
、
縁
側
で
た
だ

ご
自
身
の
話
を
す
る
。
小
さ
い
頃
の
話
か
ら
あ
ふ
れ

る
よ
う
に
さ
れ
る
。
一
カ
月
経
っ
て
よ
う
や
く
Ｂ
さ

ん
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
よ
う
に
し
て
、
お
参
り
さ

れ
ま
し
た
。
背
負
っ
て
き
た
Ｂ
さ
ん
を
下
ろ
し
た
の

か
な
、
一
人
の
人
と
し
て
相
思
社
に
来
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
私
も
彼
女
を
一
人

の
人
と
し
て
で
は
な
く
「
Ｂ
さ
ん
の
お
姉
さ
ん
」
と

し
て
見
て
い
た
し
、
彼
女
も
ま
た
そ
れ
を
求
め
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
関
係

で
は
な
く
な
っ
た
。
た
っ
た
一
人
の
人
に
な
っ
た
、

一
人
に
な
っ
た
、
そ
う
い
う
こ
と
の
表
れ
な
の
か
な

と
思
っ
て
。

　

そ
の
一
人
の
た
め
に
、
一
人
た
ち
が
祈
る
時
間
の

大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
だ
け
で
は
で
き

な
か
っ
た
し
、
相
思
社
だ
け
で
は
で
き
な
か
っ
た
し
、

み
ん
な
が
彼
女
の
た
め
に
祈
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
時

間
で
し
た
。
私
は
相
思
社
に
一
三
年
半
ぐ
ら
い
い
る

ん
で
す
が
、
こ
こ
に
い
て
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
し

た
。

　

そ
の
方
に
、
頻
繁
に
来
る
に
し
て
は
決
し
て
開
か

な
い
扉
と
い
う
か
、
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
壁
と
い
う

か
、
そ
う
い
う
も
の
を
感
じ
て
い
て
。
一
度
も
涙
を

見
た
こ
と
が
な
い
。
絶
対
人
に
頼
ら
な
い
と
か
、
風

を
切
っ
て
歩
く
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
人
で
。
最
初

に
妹
さ
ん
が
発
症
し
た
と
き
さ
ん
ざ
ん
い
じ
め
ら
れ

て
、
兄
弟
の
一
人
は
小
学
校
を
転
校
す
る
ぐ
ら
い
ひ

ど
い
い
じ
め
に
遭
っ
た
り
、
と
か
。

水
俣
病
に
悶
え
加
勢（
か
せ
）

し
つ
づ
け
る
、
と
い
う
こ
と

│
事
務
局
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ブ
レ

イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
で
少
人
数
に
分
か
れ
て
い
た
だ

い
て
。
今
日
の
永
野
さ
ん
の
「
揺
ら
ぎ
と
葛
藤
を
伝

え
る
」
と
い
う
お
話
を
め
ぐ
っ
て
、
お
気
づ
き
の
こ

と
や
感
じ
た
こ
と
と
を
そ
れ
ぞ
れ
に
お
話
い
た
だ
け

ま
す
か
。
永
野
さ
ん
の
本
の
な
か
に
「
悶
え
加
勢
す

る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
ん
で
す
が
、
悶
え
な

が
ら
加
勢
す
る
の
か
、
悶
え
て
加
勢
す
る
の
か
わ
か

ら
な
い
け
れ
ど
、
一
緒
に
悶
え
る
、
み
た
い
な
こ
と

も
あ
る
の
か
と
…
…
。

永
野
─
先
日
、
五
五
歳
の
方
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て

き
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
人
は
本
当
に
症
状
を
た
く
さ

ん
も
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
絶
対
に
弱
音
を
吐
か
な

い
人
で
、
ま
わ
り
の
人
を
気
遣
っ
た
り
、
曲
が
っ
た

こ
と
が
本
当
に
嫌
い
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と

先
陣
を
切
っ
て
正
し
て
い
く
よ
う
な
人
な
ん
で
す
。

「
病
」
を
感
じ
さ
せ
な
い
人
で
す
。
そ
の
人
か
ら
電

話
が
か
か
っ
て
、「
死
に
た
い
」
と
言
う
ん
で
す
。
少

し
前
に
お
会
い
し
た
と
き
に
は
体
の
つ
ら
さ
が
い
っ

ぱ
い
あ
っ
て
、「
病
気
の
品
評
会
の
よ
う
な
感
じ
」
と

笑
い
な
が
ら
話
し
て
く
れ
た
り
、「
や
っ
ぱ
り
俺
も

水
俣
病
な
ん
だ
よ
な
ぁ
」
と
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
人
が
い
き
な
り
死
に
た
い
と
言

う
か
ら
、「
え
え
っ
」
と
思
っ
て
。

　

そ
の
人
は
、
今
は
運
搬
船
に
乗
っ
て
い
る
ん
で
す
。

「
ど
う
い
う
と
き
に
死
に
た
い
と
思
い
ま
す
か
」
と

聞
く
と
、「
海
を
見
て
い
た
ら
死
に
た
い
と
思
う
ん

だ
よ
」
と
言
う
。「
じ
ゃ
あ
、
海
見
な
い
で
く
だ
さ

い
」
と
言
っ
た
ら
、「
海
を
見
な
い
と
仕
事
で
き
な
い

じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
、
そ
う
だ
よ
な
と
思
っ

て
（
笑
）。
笑
い
ご
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
が
、
そ
う
だ

よ
な
、
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
。

お
子
さ
ん
が
高
校
生
で
、
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
は

と
に
か
く
働
か
な
き
ゃ
と
い
う
か
ら
、「
と
り
あ
え

ず
そ
こ
ま
で
は
生
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
以
上
何
も
言
え
な
か
っ
た
。

　

そ
の
日
の
夜
、
ご
飯
を
つ
く
っ
て
い
た
ら
住
職
を

し
て
い
る
友
だ
ち
が
来
て
、
ご
飯
を
食
べ
な
が
ら
そ

の
話
を
し
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
は
何
も
言
わ
な

か
っ
た
住
職
は
見
送
り
の
と
き
に
、「
三
智
は
以
前

『
悶
え
加
勢
す
る
』
と
い
う
言
葉
、
言
っ
た
よ
ね
、
あ

の
言
葉
に
自
分
は
今
支
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
」

と
言
う
。
今
コ
ロ
ナ
禍
で
、
最
期
を
迎
え
る
人
の
看

取
り
を
家
族
が
で
き
な
く
て
、
そ
の
住
職
は
そ
う
い

う
人
た
ち
の
と
こ
ろ
に
行
く
こ
と
が
最
近
の
仕
事
に

な
っ
て
い
て
、
死
を
目
前
に
し
て
、
怒
っ
た
り
、
悲

し
ん
だ
り
す
る
人
た
ち
を
前
に
し
て
何
も
で
き
な
い

自
分
が
い
る
、
こ
こ
に
い
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と

思
っ
て
い
た
と
き
に
そ
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
、
自

分
は
こ
こ
に
い
て
い
い
ん
だ
と
思
っ
た
、
と
。

　

そ
の
言
葉
は
、
私
も
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
聞
い
た
言

葉
で
し
た
。
苦
し
い
人
が
い
る
と
き
に
、
そ
の
人
の

家
の
前
を
た
だ
お
ろ
お
ろ
と
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。

そ
れ
だ
け
で
、
そ
れ
を
見
た
そ
の
人
は
少
し
楽
に
な

る
。
悶
え
て
加
勢
す
る
。「
悶
え
加
勢
す
る
」
と
い

う
言
葉
な
ん
だ
と
聞
い
て
、
そ
れ
を
そ
の
住
職
に
そ

の
ま
ま
話
し
ま
し
た
。
言
葉
と
い
う
の
は
と
に
か
く
、

な
ん
で
も
い
い
か
ら
、

│
な
ん
で
も
い
い
わ
け
で

は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
発
す
れ
ば
き
ち
ん
と

自
分
の
も
と
に
戻
っ
て
き
て
く
れ
て
、
こ
う
や
っ
て

自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
。

　

役
に
立
た
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
役
に
立
ち
た
い

と
思
っ
て
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
役
に
立
た
な

い
自
分
の
存
在
価
値
を
考
え
て
し
ま
っ
た
り
す
る
け

れ
ど
、
じ
つ
は
、
役
に
立
た
な
い
自
分
が
こ
こ
に
い

つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
い
ち
ば
ん
難
し
く
て
、
大

切
な
こ
と
、

│
私
に
と
っ
て
Ｂ
さ
ん
の
お
姉
さ
ん

の
変
化
は
と
て
も
大
き
か
っ
た
ん
で
す
が
、
お
つ
き

あ
い
を
つ
づ
け
て
き
て
よ
か
っ
た
な
、
と
。
こ
の
人

が
生
き
て
い
る
う
ち
に
一
人
に
な
っ
た
そ
の
様
子
を

見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
と
て
も
よ
か
っ
た
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

＊
こ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
二
〇
分
ほ
ど
、

「
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
」
で
の
話
し
合
い
の
時

間
が
も
た
れ
ま
し
た
。

│
事
務
局
─
永
野
さ
ん
、
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー

ム
は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

永
野
─
と
て
も
複
雑
な
話
が
あ
っ
た
り
、
子
ど
も
の

頃
に
水
俣
の
隣
町
の
出
水
に
住
ん
で
い
た
方
は
、

「
チ
ッ
ソ
格
好
い
い
」
と
い
う
空
気
が
あ
っ
た
み
た

い
な
、
そ
ん
な
話
が
出
て
…
…
。
確
か
に
そ
ん
な
空

気
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
チ
ッ
ソ
の
中
で
も
第
一
組
合
と
第
二
組
合

が
あ
っ
て
、
チ
ッ
ソ
に
対
し
て
声
を
挙
げ
る
選
択
し

た
第
一
組
合
の
方
た
ち
は
、
そ
の
後
患
者
の
裁
判
支

援
を
始
め
た
り
、
患
者
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
決

め
た
り
し
て
、
加
害
企
業
の
な
か
に
も
加
害
と
向
き

合
っ
た
人
た
ち
が
い
る
こ
と
は
希
望
だ
と
い
う
話
を

し
ま
し
た
。 

│
事
務
局
─
永
野
さ
ん
、
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



032
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

033
レ
ク
チ
ャ
ー
編

│
事
務
局
─
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
こ
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
当
初
か
ら
、
直
接
お
会
い
し
て
話
を

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
の
感
染
状
況
も
少
し
落
ち
着
き
、
全
国
的
に
緊
急

事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
今
日
は
小
金

井
市
環
境
楽
習
館
を
会
場
と
し
て
、
講
師
の
木
村
さ

ん
に
も
来
て
い
た
だ
き
、
会
場
と
オ
ン
ラ
イ
ン
を
並

行
し
て
開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

今
日
は
ハ
ン
セ
ン
病
を
め
ぐ
る
病
や
差
別
の
お
話

で
は
な
く
、
そ
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
「
金
陽
会
」

と
い
う
絵
画
ク
ラ
ブ
の
話
を
中
心
に
、
そ
の
暮
ら
し

や
人
生
に
ど
ん
な
苦
し
み
が
あ
り
、
ど
ん
な
表
現
が

あ
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
木
村
さ
ん
と
皆
さ
ん
が
語

り
合
え
た
ら
い
い
な
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
金
陽
会
」 

誕
生
の
背
景 

　

こ
ん
に
ち
は
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
学
芸

員
を
し
て
い
る
木
村
哲
也
と
申
し
ま
す
。
会
場
と
オ

ン
ラ
イ
ン
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
は
初
め
て
で
す
が
、

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
回
は
事
前
に
、
皆
さ
ん
に
ふ
た
つ
の
こ
と
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
私
の
こ
と
を
知
っ
て

い
た
だ
く
た
め
に
、
以
前
私
が
宮
本
常
一
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
語
っ
た
テ
キ
ス
ト
「
体
験
的

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
論
〜
民
俗
学
者
・
宮
本
常
一
の

足
跡
を
た
ど
る
こ
と
か
ら
」（
大
阪
大
学
文
学
部
日

本
学
研
究
室
、
二
〇
一
八
、『
日
本
学
報
』
第
三
七
号
、

一
〜
二
六
頁
）
を
読
ん
で
お
い
て
い
た
だ
く
こ
と
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
今
日
お
話
し
す
る
「
金
陽
会
」
で

制
作
さ
れ
た
絵
画
作
品
二
十
数
点
を
あ
ら
か
じ
め
見

て
い
た
だ
い
て
、
気
に
入
っ
た
絵
に
つ
い
て
、
そ
の

理
由
や
感
想
を
考
え
て
お
い
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

今
回
皆
さ
ん
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
共
有
し
て
い
た
だ
い

た
金
陽
会
の
絵
は
、
二
〇
一
九
年
に
東
村
山
市
に
あ

る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
で
開
催
し
た
、
か
な
り

大
き
な
展
覧
会
「
キ
ャ
ン
バ
ス
に
集
う
〜
菊
池
恵
楓

園
・
金
陽
会
絵
画
展
」（
二
〇
一
九
年
四
月
二
七
│
七

月
三
一
日
）
で
展
示
し
た
す
べ
て
の
作
品
で
す
。

　

最
初
に
自
己
紹
介
を
し
ま
す
。
も
と
も
と
私
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
歴
史
学
と
民
俗
学
で
す
。
私

の
テ
キ
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
宮
本
常
一
（
み
や

も
と
・
つ
ね
い
ち
、
一
九
〇
七
│
八
一
年
）
も
民
俗

学
者
で
、
民
俗
学
の
中
で
は
い
わ
ゆ
る
「
傍
流
を
歩

い
た
人
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
全
国
津
々
浦
々
を
、

本
当
に
地
べ
た
を
這
う
よ
う
に
歩
い
て
、
出
会
っ
た

人
の
話
を
記
録
に
残
し
て
い
く
よ
う
な
仕
事
を
さ
れ

た
方
で
、
そ
の
著
作
の
ひ
と
つ
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本

人
』（
未
来
社
、
一
九
六
〇
年
）
は
そ
の
後
岩
波
文
庫

に
収
録
さ
れ
、
ず
っ
と
読
み
継
が
れ
て
い
ま
す
。
今

日
そ
の
お
話
は
し
ま
せ
ん
が
、「
日
本
人
」
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
る
存
在
は
ど
の
時
代
、

ど
の
地
域
に
も
い
て
、
そ
う
し
た
ひ
と
び
と
を
主
人

公
に
し
て
、
彼
ら
の
生
き
ざ
ま
を
聞
き
書
き
で
紹
介

し
た
本
で
す
。

　

私
が
大
学
院
で
民
俗
学
を
学
ん
で
い
た
と
き
、
先

輩
か
誰
か
が
「
宮
本
常
一
み
た
い
な
、
あ
あ
い
う
ス

タ
イ
ル
の
聞
き
書
き
は
、
も
う
今
の
時
代
に
は
で
き

な
い
よ
ね
」
と
言
っ
て
、
私
は
そ
れ
に
食
っ
て
か

か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
人
は
、
こ
の
本

に
登
場
す
る
よ
う
な
昔
の
馬ば
く
ろ
う喰
（
馬
な
ど
の
家
畜
の

売
買
に
携
わ
る
人
）
や
、
明
治
維
新
に
生
き
た
人
、

当
時
の
庶
民
の
話
は
、
も
う
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い

時
代
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
言
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
私
に
は
「
あ
あ
い
う
ス
タ
イ
ル
の
聞
き

書
き
は
、
宮
本
常
一
で
終
わ
り
だ
よ
ね
」
と
い
う
ふ

う
に
聞
こ
え
た
か
ら
で
す
。

　

で
も
私
は
、
今
現
在
も
存
在
す
る
、「
日
本
人
」
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
る
人
た
ち
の
声

が
聞
き
た
い
と
思
っ
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
と
出

会
っ
て
、
後
世
の
人
た
ち
に
再
び
彼
ら
と
「
出
会
い

直
し
て
」
も
ら
う
た
め
の
記
録
を
つ
く
る
。
そ
う
い

う
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
、
民
俗
学
を
ず
っ
と
や
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
会
場
に
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
記

録
し
て
き
た
聞
き
書
き
の
本
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
直

接
手
に
取
っ
て
、
ぜ
ひ
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ

い
。

　

で
は
、
今
日
の
本
題
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
金
陽
会

絵
画
展
の
図
録
は
人
気
が
あ
っ
て
在
庫
が
な
く
な
っ

て
し
ま
い
、
今
日
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
と
き
展
示
し
た
作
品
を
紹
介

し
な
が
ら
、
そ
の
絵
に
つ
い
て
皆
さ
ん
と
語
り
合
っ

て
み
た
い
と
い
う
の
が
本
日
の
ね
ら
い
で
す
。

　
「
金
陽
会
」
は
今
も
熊
本
県
合
志
市
に
あ
る
、
国
立

療
養
所
（
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
）「
菊
池
恵
楓
園
」
の

中
に
設
立
さ
れ
た
絵
画
ク
ラ
ブ
で
す
。
展
覧
会
の
様

子
を
写
し
た
ス
ラ
イ
ド
を
用
意
し
ま
し
た
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。
展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル
は
「
キ
ャ
ン
バ

ス
に
集
う
」
で
、「
生
き
る
た
め
、
描
き
つ
づ
け
た
」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

金
陽
会
の
歩
み
は
、
三
つ
ぐ
ら
い
の
時
期
に
分
か

れ
ま
す
。
今
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
る
の
は
第
三
期
で
、

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
発
足

は
一
九
五
三
年
。
も
と
も
と
は
「
金
曜4

会
」
で
し
た
。

看
護
課
長
の
渡
辺
茂
麿
さ
ん
に
絵
の
心
得
が
あ
っ
て
、

入
所
者
と
一
緒
に
絵
を
描
く
サ
ー
ク
ル
を
つ
く
ろ
う

と
な
っ
た
と
き
、
渡
辺
さ
ん
の
勤
務
の
都
合
で
金
曜

日
に
し
か
時
間
が
取
れ
な
か
っ
た
た
め
、
金
曜
日
に

集
ま
る
会
、
で
、
金
曜
会
だ
っ
た
。
当
時
の
メ
ン

バ
ー
の
お
一
人
が
言
う
に
は
、
最
初
自
分
た
ち
の
描

い
て
い
た
絵
は
、
も
の
す
ご
く
暗
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
会
の
名
前
く
ら
い
は
明
る
く
し
よ
う
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
後
、
金
曜
日
の
「
曜
」

を
太
陽
の
「
陽
」
に
変
え
て
「
金
陽
会
」
に
し
た
と

い
う
ん
で
す
ね
。

　

金
陽
会
が
ス
タ
ー
ト
し
た
一
九
五
三
年
は
ら
い
予

防
法
が
公
布
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
闘
争
が
あ
っ
た

年
で
す
。

　

日
本
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
は
一
九
〇
七
（
明
治
四

〇
）
年
に
始
ま
り
ま
す
。
隔
離
政
策
が
つ
づ
き
、
満

州
事
変
が
勃
発
し
た
一
九
三
一
年
に
は
全
患
者
の
隔

離
が
強
制
的
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
戦
中
の
一
九
四

三
年
に
プ
ロ
ミ
ン
と
い
う
特
効
薬
が
で
き
る
と
世
界

中
で
隔
離
政
策
を
や
め
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
化
学
療
法

で
治
る
普
通
の
病
気
と
し
て
、
在
宅
通
院
医
療
へ
と

切
り
替
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
日
本
で
も
プ
ロ
ミ

ン
の
効
果
は
目
覚
ま
し
く
、
み
る
み
る
病
状
が
よ
く

な
る
人
た
ち
が
続
出
し
て
、
元
気
に
な
る
。
治
っ
て

い
く
わ
け
で
す
ね
。
で
、
一
九
五
三
年
に
は
治
る
病

気
に
ふ
さ
わ
し
い
法
改
正
を
望
ん
で
、
非
常
に
大
き

な
患
者
運
動
が
盛
り
上
が
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ご
存

知
の
よ
う
に
日
本
で
は
同
じ
一
九
五
三
年
に
、
隔
離

政
策
を
継
続
す
る
戦
後
の
新
し
い
ら
い
予
防
法
が
成

立
し
、
そ
れ
が
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
ま
で
つ
づ

き
ま
し
た
。
日
本
は
世
界
中
で
も
、
ハ
ン
セ
ン
病
に

そ
こ
ま
で
長
期
の
隔
離
政
策
を
継
続
し
た
唯
一
の
国

と
言
え
ま
す
。

　

一
九
五
三
年
八
月
に
新
し
い
ら
い
予
防
法
が
成
立

し
て
、
療
養
所
は
政
治
運
動
に
疲
れ
た
一
種
の
虚
脱

状
態
と
い
う
か
、
そ
の
よ
う
な
空
気
が
漂
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
時
期
の
秋
に
「
金
陽
会
」
は
発
足
し
て
い
ま

す
。
同
じ
一
九
五
三
年
の
秋
に
は
、
ジ
ャ
ン
ル
は
音

楽
で
す
が
、
岡
山
県
に
あ
る
国
立
療
養
所
「
長
島
愛

生
園
」
で
、「
青
い
鳥
楽
団
」
と
い
う
非
常
に
有
名
な

盲
人
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
バ
ン
ド
が
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
て
い
ま
す
。

　

戦
争
が
終
わ
っ
て
戦
後
民
主
主
義
の
世
の
中
に
な

り
、
療
養
所
の
患
者
た
ち
も
権
利
意
識
に
目
覚
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
プ
ロ
ミ
ン
と
い
う
特
効
薬

が
で
き
、
化
学
療
法
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
病
状
も
よ

く
な
っ
て
、
も
う
ハ
ン
セ
ン
病
で
あ
る
人
は
ほ
と
ん

ど
い
な
く
な
っ
て
い
く
。
け
れ
ど
も
日
本
の
ハ
ン
セ

ン
病
政
策
の
問
題
点
の
一
つ
は
、
治
っ
て
も
な
お
一

生
隔
離
が
つ
づ
き
、
死
ぬ
ま
で
療
養
所
か
ら
出
て
い

け
な
い
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
絵
を
描
く
人
た
ち
が
グ

ル
ー
プ
を
つ
く
り
始
め
た
と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。

金
陽
会
が

世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由

　

金
陽
会
の
第
一
期
は
細
々
と
し
た
活
動
で
、
途
中

で
や
め
て
い
っ
た
メ
ン
バ
ー
も
い
て
、
あ
と
で
紹
介

す
る
二
人
だ
け
が
ず
っ
と
絵
を
描
き
つ
づ
け
ま
し
た
。

こ
の
時
期
の
メ
ン
バ
ー
の
名
前
も
作
品
も
ほ
と
ん
ど

残
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
か
ら
先
金
陽
会
の
調

査
は
進
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
た
ぶ
ん
い

ち
ば
ん
最
後
ま
で
残
る
謎
が
、
こ
の
第
一
期
の
活
動

の
内
容
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
第
二
期
で
す
。
金
陽
会
に
第
二
期
と
い
わ

れ
る
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と

で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
全
国
に
は
一
三
の
ハ
ン
セ

ン
病
の
国
立
療
養
所
が
あ
っ
て
、
一
九
五
〇
年
代
か

ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
ど
の
療
養
所
に
も
金
陽

会
と
同
じ
よ
う
に
絵
を
描
く
人
た
ち
の
ク
ラ
ブ
が
で

き
て
、
盛
ん
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
も

や
が
て
自
然
消
滅
し
て
い
き
、
一
人
、
二
人
が
細
々

と
活
動
を
つ
づ
け
た
り
、
作
品
だ
け
が
残
っ
て
い
た

り
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

金
陽
会
も
同
じ
よ
う
に
そ
の
活
動
が
停
滞
し
て
く

る
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
一
九
七
〇
年
代

木
村
哲
也
（
き
む
ら
・
て
つ
や
）

博
士
（
歴
史
民
俗
資
料
学
）。
周

防
大
島
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
（
宮

本
常
一
記
念
展
示
室
）
学
芸
員
な

ど
を
経
て
、
二
〇
一
八
年
か
ら
国

立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
学
芸
員
。

民
俗
学
者
・
宮
本
常
一
の
再
評

価
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
け

る
文
芸
活
動
な
ど
、
忘
れ
ら
れ
た

近
現
代
の
事
象
を
当
事
者
や
関
係

者
の
聞
き
書
き
で
記
録
し
つ
づ
け

る
。
著
書
に
『
来
者
の
群
像 

大

江
満
雄
と
ハ
ン
セ
ン
療
養
所
の

詩
人
た
ち
』（
編
集
室
水
平
線
、

二
〇
一
七
年
）、『「
忘
れ
ら
れ
た

日
本
人
」
の
舞
台
を
旅
す
る 

宮
本

常
一
の
軌
跡
』（
河
出
書
房
新
書
、

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

＊
絵
画
作
品
は
、
一
般
社
団
法

人
・
金
陽
会
と
国
立
ハ
ン
セ
ン
病

資
料
館
よ
り
掲
載
の
許
可
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

あ
ら
た
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

レ
ク
チ
ャ
ー
編
│
第
三
回
│
二
〇
二
一
年
一
一
月
六
日
（
金
曜
日
）
一
九

：

〇
〇
─
二
一

：

〇
〇　

於

：

小
金
井
市
環
境
楽
習
館

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

│
国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

木
村
哲
也
─
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館 

学
芸
員
、
民
俗
学
者
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

レ
ク
チ
ャ
ー
編

に
、
原
田
三
郎
さ
ん
と
い
う
人
が
菊
池
恵
楓
園
に
内

科
医
と
し
て
赴
任
し
て
き
ま
す
。
こ
の
人
が
非
常
に

絵
に
趣
味
の
あ
っ
た
人
で
、
今
は
も
う
ほ
と
ん
ど
活

動
し
て
い
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
絵
画
ク
ラ
ブ
が

あ
っ
て
絵
を
描
く
人
が
い
る
な
ら
、
も
う
一
度
始
め

て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
呼
び
か
け
て
、
金
陽
会
を

再
興
し
た
。
中
興
の
祖
で
す
ね
。
こ
の
原
田
さ
ん
を

中
心
に
も
う
一
度
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
始
め
、
こ
れ

か
ら
紹
介
す
る
よ
う
な
作
品
を
描
い
た
一
〇
人
く
ら

い
の
人
た
ち
が
第
二
期
以
降
の
主
な
メ
ン
バ
ー
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
う
し
て
金
陽
会
の
活
動
は
継
続
し
、
そ
れ
ま
で

は
、
療
養
所
で
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
文
化
祭
で
作

品
を
発
表
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
原
田
さ
ん
は
、

療
養
所
の
外
で
一
般
の
画
廊
を
借
り
て
、
そ
こ
で
グ

ル
ー
プ
展
を
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
提
案
し
、
そ
れ

が
一
九
八
〇
年
に
初
め
て
実
現
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど

お
話
し
し
た
よ
う
に
ら
い
予
防
法
は
一
九
九
六
年
ま

で
つ
づ
き
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
隔
離
体
制
下
の
出

来
事
で
し
た
。

　

当
時
の
メ
ン
バ
ー
の
発
言
を
読
む
と
、
ま
さ
か
自

分
た
ち
が
、
外
の
画
廊
を
借
り
て
絵
画
展
が
で
き
る

な
ん
て
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
ん
で

す
ね
。
そ
れ
だ
け
原
田
さ
ん
は
、
療
養
所
と
社
会
を

つ
な
ぐ
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
金
陽
会
の
一
一
人
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
三
三

点
の
作
品
展
が
、
初
め
て
療
養
所
の
外
の
熊
日
画
廊

で
開
催
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
こ
の
展
覧
会
は
そ
れ
以

降
も
一
年
お
き
に
開
催
さ
れ
、
一
九
九
八
年
ま
で
一

〇
回
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
第

二
期
で
す
。

　

第
三
期
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
で
す
。
一
九
九
六

年
に
隔
離
を
義
務
づ
け
て
き
た
ら
い
予
防
法
が
廃
止

さ
れ
、
そ
の
後
元
患
者
た
ち
に
よ
る
国
を
相
手
取
っ

た
裁
判
が
起
こ
り
ま
す
。
ら
い
予
防
法
は
廃
止
さ
れ

た
け
れ
ど
も
、
国
は
人
権
侵
害
の
責
任
を
取
っ
て
い

な
い
で
は
な
い
か
と
、
熊
本
と
鹿
児
島
の
療
養
所
の

入
所
者
一
三
人
が
国
を
訴
え
、二
〇
〇
一
年
に
原
告
の

全
面
勝
訴
で
決
着
し
ま
し
た
。
当
時
の
小
泉
純
一
郎

首
相
は
控
訴
を
断
念
し
て
判
決
が
確
定
し
、
初
め
て

国
が
行
っ
た
人
権
侵
害
が
認
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
と

き
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
は
、
世
間
的
に
大
変
注
目
を
浴

び
た
わ
け
で
す
ね
。
熊
本
市
現
代
美
術
館
の
副
館
長

で
、
の
ち
に
館
長
と
な
る
美
術
評
論
家
で
キ
ュ
レ
ー

タ
ー
の
南
嶌
宏
さ
ん
が
、
地
元
の
療
養
所
を
訪
ね
て
、

療
養
所
の
人
た
ち
が
描
く
絵
画
を
発
見
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
（
何
ら
か
の
障

害
を
も
つ
人
な
ど
、
正
規
の
美
術
教
育
を
受
け
て
い

な
い
人
に
よ
る
芸
術
作
品
）
に
は
つ
き
も
の
の
「
発

見
」
の
物
語
で
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
ハ
ン
セ
ン
病

の
療
養
所
に
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
絵
を
描
い
て

い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し

て
、
び
っ
く
り
し
た
。
南
嶌
さ
ん
は
そ
れ
ら
の
作
品

を
、
人
権
啓
発
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
文
脈
を
超

え
て
、
ま
ず
絵
画
作
品
と
し
て
素
晴
ら
し
い
と
、
二

〇
〇
三
年
に
は
熊
本
市
現
代
美
術
館
で
、
公
立
の
美

術
館
と
し
て
初
め
て
の
金
陽
会
の
絵
画
展
を
開
催
し

ま
し
た
。
以
後
何
度
か
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
こ
こ

か
ら
金
陽
会
の
名
は
一
気
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
の
第
三
期
に
は
、
第
二
期
か
ら
の
主
要

メ
ン
バ
ー
が
亡
く
な
ら
れ
て
い
き
、
今
も
ご
存
命
な

の
は
三
人
だ
け
で
す
。
そ
の
う
ち
の
た
っ
た
お
一
人

だ
け
は
、
九
〇
歳
を
超
え
た
今
も
絵
を
描
き
つ
づ
け

て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
メ
ン
バ
ー
は
も
う
ほ
と

ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
八
〇
〇
点
と
も
九

〇
〇
点
と
も
い
わ
れ
る
お
び
た
だ
し
い
数
の
作
品
が

残
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
南
嶌
さ
ん
は
び
っ
く
り

し
た
ん
で
す
ね
。

　

金
陽
会
で
は
、
第
一
期
に
看
護
課
長
の
渡
辺
茂
麿

さ
ん
が
い
て
、
第
二
期
に
原
田
三
郎
さ
ん
が
い
て
、

第
三
期
に
は
外
部
か
ら
南
嶌
宏
さ
ん
が
訪
ね
て
来
ら

れ
た
。
た
ぶ
ん
世
界
中
の
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
は

そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
地
道
に
作
品
を

保
管
す
る
人
が
い
た
り
、
そ
れ
を
見
つ
け
て
世
に
紹

介
す
る
人
が
い
た
り
し
て
、
こ
の
金
陽
会
の
場
合
も

例
外
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
ほ
か
の
療
養
所
に
も

同
じ
よ
う
に
活
動
を
始
め
た
絵
画
ク
ラ
ブ
は
た
く
さ

ん
あ
っ
て
、
そ
れ
が
や
が
て
高
齢
化
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
理
由
で
停
滞
し
て
い
く
の
は
ど
こ
も
一
緒
で
す
。

例
え
ば
東
村
山
市
の
国
立
療
養
所
「
多
麿
全
生
園
」

も
絵
画
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
盛
ん
で
し
た
。
二
〇
人
か

ら
の
描
き
手
が
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
方
が
亡
く
な

ら
れ
た
ら
作
品
も
処
分
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
ず
っ

と
つ
づ
い
て
き
て
、
今
で
は
二
〜
三
人
の
作
品
が

残
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
全
国
の
療
養
所
が
そ
う

で
し
た
。
し
か
し
こ
の
金
陽
会
に
限
っ
て
は
、
作
品

が
ほ
と
ん
ど
ま
る
ご
と
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、

ひ
と
つ
の
奇
跡
で
す
。

　

地
元
の
九
州
で
は
金
陽
会
の
絵
画
展
が
開
催
さ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
二
〇
一
九
年
に
国
立
ハ
ン
セ
ン
病

資
料
館
で
東
京
で
は
初
め
て
の
大
規
模
展
を
開
催
し
、

一
万
人
以
上
の
来
場
者
を
得
て
、
大
き
な
反
響
を
呼

び
ま
し
た
。
マ
ス
コ
ミ
に
も
か
な
り
取
り
上
げ
ら
れ

て
、
資
料
館
の
活
動
と
し
て
も
、
空
前
絶
後
の
評
判

を
得
た
企
画
展
と
な
り
ま
し
た
。
会
期
後
の
九
月
に

は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
「
日
曜
美
術
館
」
で
も
メ
イ
ン
で

取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
す
ま
す
金
陽
会
が
世
に
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

金
陽
会
は

な
ぜ
絵
を
描
き
つ
づ
け
た
の
か

　

絵
画
制
作
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
を
患
っ
た
人
た
ち
に

と
っ
て
非
常
に
負
担
の
大
き
な
作
業
で
す
。
ハ
ン
セ

ン
病
の
後
遺
症
と
し
て
、
多
く
の
人
に
は
手
指
の
感

覚
に
麻
痺
が
残
り
ま
す
。
指
が
曲
が
っ
た
ま
ま
固

ま
っ
て
し
ま
う
人
も
い
ま
す
か
ら
、
絵
の
具
を

チ
ュ
ー
ブ
か
ら
出
す
こ
と
も
非
常
に
困
難
で
す
。
絵

筆
を
握
る
こ
と
自
体
が
非
常
に
困
難
な
中
で
の
創
作

活
動
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
あ
る
い
は
後
遺
症
と
し

て
視
覚
障
害
が
起
こ
る
人
も
い
ま
す
。
失
明
し
て
、

絵
を
描
く
こ
と
を
断
念
し
た
人
た
ち
も
た
く
さ
ん
い

ま
す
。

　

そ
う
ま
で
し
て
彼
ら
は
な
ぜ
描
き
つ
づ
け
た
の
か
。

先
ほ
ど
九
〇
歳
を
超
え
て
な
お
、
一
人
だ
け
描
き
つ

づ
け
て
い
る
人
が
い
る
と
紹
介
し
た
吉
山
安
彦
さ
ん

は
、「
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
私
に
絵

を
描
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
」
と
、
直
接
私
に
語
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
や
は
り
過
酷
な
閉
塞
状

況
の
療
養
生
活
で
、
楽
し
み
を
見
出
し
て
い
か
な
い

と
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
、
と
。

　

ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
の
特
徴
は
、
専
門
的
な
美

術
教
育
を
ま
っ
た
く
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
吉
山
さ
ん
も
独
学
で
、
三
年
間
自
ら
に
基
礎
的

な
デ
ッ
サ
ン
を
課
し
て
、
そ
れ
で
技
術
を
学
ん
だ
と

い
い
ま
す
。
も
う
一
人
、
後
で
絵
を
見
て
い
た
だ
く

奥
井
喜
美
直
（
き
み
な
お
）
さ
ん
は
、
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
の
入
所
者
が
通
う
高
等
学
校
で
美
術
教
育
を

受
け
た
だ
け
で
す
。
金
陽
会
で
は
こ
の
二
人
が
例
外

的
に
絵
画
の
基
礎
を
学
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外

の
人
た
ち
は
金
陽
会
に
入
る
ま
で
絵
の
手
ほ
ど
き
を

一
切
受
け
て
お
ら
ず
、
本
当
に
自
分
の
感
覚
だ
け
で

絵
を
描
い
た
人
た
ち
で
す
。
で
す
か
ら
非
常
に
タ
ッ

チ
が
個
性
的
な
ん
で
す
ね
。
独
学
で
も
デ
ッ
サ
ン
を

基
礎
か
ら
学
ん
だ
吉
山
さ
ん
に
は
、
デ
ッ
サ
ン
が
狂

お
う
が
、
絵
の
具
の
使
い
方
や
配
色
が
お
か
し
か
ろ

う
が
お
構
い
な
し
の
仲
間
が
た
く
さ
ん
い
て
、
と
て

も
マ
ネ
で
き
な
い
と
い
う
リ
ス
ペ
ク
ト
が
お
互
い
に

あ
っ
た
。
そ
う
い
う
仲
間
が
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
は
、

金
陽
会
に
と
っ
て
と
て
も
よ
か
っ
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
よ
か
っ
た
の
は
、
渡
辺
さ
ん
も
原
田

さ
ん
も
療
養
所
の
側
の
人
た
ち
で
す
が
、
彼
ら
は
治

療
を
目
的
と
し
て
絵
を
描
く
こ
と
を
勧
め
た
わ
け
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
医
療
の
制

度
の
中
に
絵
を
描
く
こ
と
を
位
置
付
け
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
す
ご
く
重
要
で
す
。
原
田
さ
ん
が
書
き
残
し

た
文
章
に
は
、「
即
座
に
結
論
が
出
る
勝
負
事
で
も

な
い
。
金
に
な
っ
て
返
っ
て
く
る
利
益
の
あ
て
の
あ

る
わ
け
で
も
な
い
」
と
功
利
的
な
目
的
を
否
定
し
て
、

「
美
術
を
通
じ
て
お
互
い
の
交
流
の
ひ
ろ
が
り
も
増

す
よ
う
に
な
る
と
信
じ
る
」
と
、
療
養
所
で
絵
を
描

く
こ
と
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
（
原
田
三
郎

「
絵
を
描
く
仲
間
の
こ
と
ど
も
」『
菊
池
野
』
第
二
七

巻
第
一
〇
号 

、
一
九
七
六
年
一
一
月
）。
外
の
画
廊

を
借
り
て
展
覧
会
を
し
よ
う
と
い
う
の
は
原
田
さ
ん

が
最
初
に
言
い
出
し
た
こ
と
で
、
メ
ン
バ
ー
自
身
は
、

療
養
所
の
外
へ
出
る
な
ん
て
絶
対
に
で
き
な
い
時
代

で
す
。
で
す
か
ら
原
田
さ
ん
が
外
部
と
の
つ
な
ぎ
役

に
な
っ
て
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

仲
間
と
の
絆
は
非
常
に
重
要
で
す
。
メ
ン
バ
ー
に

と
っ
て
金
陽
会
は
、
互
い
に
学
び
合
う
場
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
奥
井
さ
ん
は
、
吉
山
さ
ん
や
中
原
繁

敏
さ
ん
と
い
う
仲
間
た
ち
と
、
よ
く
絵
に
つ
い
て
の

議
論
を
し
た
こ
と
や
、
仲
間
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
も

ら
っ
て
描
く
こ
と
も
あ
っ
た
と
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

語
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
木
下
今
朝
義
（
け
さ
よ
し
）

さ
ん
と
い
う
方
は
、
倉
庫
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
絵
を
描

い
て
い
る
大
山
清
長
（
大
川
一
）
さ
ん
の
姿
を
見
て
、

「
よ
し
、
自
分
も
い
っ
ち
ょ
う
絵
を
描
い
て
み
よ
う

か
」
と
思
っ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。
こ
の
木
下
さ
ん

は
、
非
常
に
個
性
的
な
絵
を
描
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

彼
が
も
し
大
山
さ
ん
と
友
だ
ち
で
な
か
っ
た
ら
、
あ

る
い
は
大
山
さ
ん
が
木
下
さ
ん
に
絵
を
描
く
こ
と
を

勧
め
な
か
っ
た
ら
、
木
下
さ
ん
の
個
性
的
な
作
品
は

残
ら
な
か
っ
た
。
吉
山
さ
ん
も
、
奥
井
さ
ん
と
「
二

人
で
、
も
う
死
ぬ
ま
で
絵
を
描
こ
う
な
」
と
、
言
葉

を
か
け
合
っ
た
そ
う
で
す
。
彼
ら
が
な
ぜ
絵
を
描
い

た
の
か
、
ほ
か
に
も
も
っ
と
も
ら
し
い
理
屈
を
つ
け

る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
そ
こ
に
仲
間
が
い
た
か
ら
、

と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

そ
し
て
絵
に
は
、「
社
会
と
の
関
係
を
結
び
な
お

す
」
力
も
あ
り
ま
し
た
。

　

当
初
は
園
の
中
だ
け
の
発
表
に
限
ら
れ
て
い
た
の

で
す
が
、
一
九
八
〇
年
以
後
一
八
年
、
相
当
長
い
期

間
、
園
外
の
熊
日
画
廊
で
の
合
同
作
品
展
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の
他
園
で
は
絵
画
ク
ラ
ブ
の

活
動
は
も
う
ほ
と
ん
ど
衰
え
て
い
ま
し
た
が
、
発
表

の
機
会
を
得
た
金
陽
会
は
活
動
が
盛
り
上
が
り
、
継

続
し
て
い
き
ま
す
。
作
品
を
見
に
来
て
く
れ
る
人
が

い
る
こ
と
は
、
大
い
な
る
困
難
を
も
っ
て
療
養
所
で

生
き
る
人
た
ち
を
、
す
ご
く
活
気
づ
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
う
し
た
金
陽
会
の
メ
ン
バ
ー
の
発
言
も
、

か
な
り
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
九
九
六
年
の
ら
い
予
防
法
廃
止
後
も
展
覧
会
は

つ
づ
け
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、
法
律
が
廃
止
さ
れ
て
も

故
郷
に
帰
れ
な
い
人
た
ち
が
こ
れ
だ
け
い
る
と
、
マ

ス
コ
ミ
の
注
目
も
す
ご
く
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
と

く
に
故
郷
や
肉
親
を
描
く
テ
ー
マ
の
作
品
は
、
見
る

人
に
感
動
と
と
も
に
ハ
ン
セ
ン
病
の
人
権
問
題
の
啓

発
の
役
割
も
担
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

熊
日
画
廊
で
展
覧
会
が
始
ま
っ
た
一
九
八
〇
年
代

の
頃
は
、
恐
る
恐
る
社
会
に
向
け
て
発
表
す
る
よ
う

な
段
階
で
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
元
ハ
ン

セ
ン
病
患
者
の
人
権
保
護
や
ら
い
予
防
法
廃
止
と
い

う
社
会
的
な
関
心
も
広
が
っ
て
、
金
陽
会
の
絵
画
作

品
が
、
い
わ
ゆ
る
啓
発
の
役
割
を
大
き
く
担
っ
て
い

く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

レ
ク
チ
ャ
ー
編

る
と
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
や
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
・

ア
ー
ト
へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
、
先
ほ
ど
お
話
し
し

た
よ
う
に
、
金
陽
会
の
作
品
が
純
粋
に
芸
術
作
品
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
く
。
と
、
駆
け
足
で
し
た
が
、

こ
れ
が
金
陽
会
の
活
動
の
大
ま
か
な
流
れ
に
な
り
ま

す
。

　

最
後
に
「
新
た
な
発
見
へ
の
期
待
」
と
い
う
お
話

を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
第
一
期
の
メ
ン

バ
ー
の
作
品
が
残
っ
て
い
な
い
と
言
い
ま
し
た
が
、

今
年
の
八
月
に
驚
く
べ
き
こ
と
が
起
き
ま
し
た
。
今

も
刊
行
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
菊
池
恵
楓
園
の
機
関
誌

『
菊
池
野
』
で
は
、
毎
号
の
表
紙
を
入
所
者
が
撮
っ
た

写
真
や
金
陽
会
の
絵
画
作
品
が
飾
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
八
月
号
の
表
紙
に
、
第
一
期
金
陽
会
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
宮
田
美
喜
雄
さ
ん
と
い
う
人
の
「
佐
敷
港
」

と
い
う
絵
画
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
す
。
佐
敷
港

は
、
熊
本
県
の
南
の
方
に
あ
る
港
で
す
。
宮
田
さ
ん

は
、
私
が
こ
の
展
覧
会
を
企
画
し
た
と
き
、
第
一
期

の
こ
と
も
な
る
べ
く
残
し
て
お
き
た
い
と
思
い
吉
山

さ
ん
に
何
度
も
何
度
も
お
話
を
聞
い
て
、「
何
人
か

は
覚
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
作
品
も
残
っ
て
な
い
し
、

よ
く
も
う
思
い
出
せ
な
い
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
方
の

お
一
人
で
す
。

　

宮
田
さ
ん
は
一
九
五
四
年
、
金
陽
会
が
結
成
さ
れ

た
翌
年
に
入
所
さ
れ
て
、
か
な
り
若
く
し
て
、
五
一

歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
作
品
は
残
っ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
奥
さ
ん
が
お
元
気
で
、

奥
さ
ん
の
も
と
に
一
点
だ
け
、
こ
の
絵
が
残
っ
て
い

た
の
で
す
。
そ
れ
が
発
見
さ
れ
て
、
こ
の
夏
に
表
紙

を
飾
り
ま
し
た
。
た
だ
こ
う
し
た
発
見
も
、
そ
の
絵

の
意
味
や
前
後
の
文
脈
が
わ
か
る
人
が
い
な
い
と
で

き
ま
せ
ん
。『
菊
池
野
』
は
入
所
者
の
方
が
直
接
編

集
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ピ
ン
と
く
る
人
が
い
た
ん

で
し
ょ
う
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
新
し
い
発
見

は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
先
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す

ね
。金

陽
会
、

主
要
メ
ン
バ
ー
の
人
と
作
品

　

で
は
こ
こ
か
ら
は
作
者
や
作
品
を
簡
単
に
紹
介
し

て
、
そ
の
後
皆
さ
ん
で
感
想
を
語
り
合
い
ま
し
ょ
う

か
。
展
覧
会
で
は
私
の
セ
レ
ク
ト
に
加
え
て
、
吉
山

さ
ん
に
も
一
点
ず
つ
セ
レ
ク
ト
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

一
人
目
は
入
江
章
子
さ
ん
［fig.

①
②
］
で
す
。
こ

の
方
は
歌
人
で
も
あ
っ
て
、
短
歌
も
つ
く
ら
れ
ま
す
。

自
治
会
運
動
や
い
わ
ゆ
る
患
者
運
動
、
政
治
運
動
も

ず
い
ぶ
ん
盛
ん
に
さ
れ
て
い
て
、
た
だ
絵
を
描
く
だ

け
で
は
な
い
方
で
す
。
こ
の
人
の
絵
は
非
常
に
優
し

い
ん
で
す
ね
。
入
江
さ
ん
は
静
物
画
を
多
く
描
き
ま

し
た
。
単
に
習
作
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
入
江
さ

ん
は
み
ん
な
が
集
ま
る
ア
ト
リ
エ
で
は
な
く
、
自
室

で
絵
を
描
い
て
い
て
、
だ
か
ら
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
静

物
画
が
す
ご
く
多
い
の
だ
そ
う
で
す
。
私
は
吉
山
さ

ん
か
ら
そ
の
話
を
聞
い
て
、
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
自

分
の
部
屋
で
描
け
る
も
の
を
描
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
単
な
る
静
物
画
に
見
え
て
も
、
や
は
り
療

養
所
生
活
の
影
響
は
す
ご
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

入
江
さ
ん
は
人
物
画
も
た
く
さ
ん
描
い
て
い
ま
す
。

吉
山
さ
ん
に
よ
る
と
、
入
江
さ
ん
の
旦
那
さ
ん
は
園

の
自
治
会
の
役
員
で
、
渉
外
係
と
し
て
よ
そ
か
ら
く

る
お
客
さ
ん
の
対
応
を
す
る
人
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

カ
メ
ラ
が
趣
味
で
、
来
客
と
と
も
に
撮
っ
た
記
念
写

真
を
本
人
に
送
る
の
を
決
ま
り
に
し
て
い
て
、
だ
か

ら
手
元
に
人
物
写
真
が
た
く
さ
ん
残
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
を
入
江
さ
ん
が
ず
っ
と
絵
画
作
品
に
し
て
い
た

と
い
う
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら 

療
養
所
の
人
で
は
な
い
、
様
々
な
タ
イ

プ
の
外
部
の
人
の
人
物
画
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。

し
か
も
そ
の
も
と
は
、
入
江
さ
ん
の
ご
主
人
に
と
っ

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
の
記
念
写
真
だ
っ

た
。
入
江
さ
ん
の
隔
離
さ
れ
閉
じ
ら
れ
た
療
養
所
生

活
を
考
え
る
と
、
そ
の
人
物
と
の
関
係
性
が
ま
た
別

の
意
味
合
い
を
帯
び
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

こ
れ
は
私
が
入
江
さ
ん
の
絵
を
ず
っ
と
見
て
い
っ
た

と
き
に
、
人
物
画
が
や
け
に
多
い
こ
と
に
気
づ
い
て

「
何
で
す
か
ね
、
こ
の
人
た
ち
。
ど
う
い
う
人
た
ち

を
描
い
て
い
る
ん
で
す
か
ね
」
と
訊
ね
て
、
わ
か
っ

て
き
た
こ
と
で
し
た
。

　

入
江
さ
ん
の
「
園
内
風
景
」
と
い
う
作
品
は
、
菊

池
恵
楓
園
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
な
ら
ど
こ
を
描

い
た
も
の
か
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。
中
央
に
あ
る
の

は
大
き
な
ク
ス
ノ
キ
で
、
恵
楓
園
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。

背
景
の
建
物
は
、
今
は
ぜ
ん
ぶ
建
て
替
え
ら
れ
ま
し

た
が
、
園
の
中
心
地
で
す
。
今
も
こ
の
ク
ス
ノ
キ
の

下
で
は
、
園
の
人
が
亡
く
な
っ
て
火
葬
場
に
出
棺
し

て
い
く
最
後
の
お
別
れ
、
い
わ
ゆ
る
野
辺
送
り
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
園
の
人
た

ち
に
と
っ
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
場
所
で
す
。
絵
だ
け

見
る
と
非
常
に
の
ど
か
で
す
が
、
こ
こ
に
は
お
そ
ら

く
い
ろ
い
ろ
な
思
い
出
が
折
り
重
な
っ
て
、
描
く
と

き
に
、
入
江
さ
ん
の
な
か
に
思
い
が
去
来
し
た
と
思

う
ん
で
す
。
絵
だ
け
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
園
の
人
に
話
を
聞
く
と
非
常
に
話
が
弾

む
、
そ
う
い
う
場
所
を
し
っ
か
り
と
描
い
て
い
る
ん

で
す
ね
。

　

次
は
大
山
清
長
さ
ん
［fig.

③
④
］
で
す
。
大
山
さ

ん
は
奄
美
大
島
の
出
身
で
、
園
名
と
し
て
最
初
は
大

川
一
と
名
乗
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
ら
い
予
防
法
廃

止
を
機
に
本
名
の
大
山
清
長
を
名
乗
る
選
択
を
し
ま

し
た
。
こ
の
「
園
名
」
と
い
う
の
も
皆
さ
ん
聞
き
慣

れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
園
で
は
、
入
所
の
際
に
偽

名
を
使
う
よ
う
に
勧
め
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
本
名
で

い
る
と
誰
で
あ
る
か
が
ず
っ
と
つ
い
て
回
っ
て
、
家

族
に
も
差
別
が
及
ん
で
し
ま
う
の
で
、
も
う
別
人
と

し
て
生
き
る
ん
で
す
。
ま
た
故
郷
と
縁
を
切
っ
て
、

園
で
生
き
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　

大
山
さ
ん
は
ま
だ
子
ど
も
の
頃
に
入
所
し
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
園
名
に
は
子
ど
も
で
も
書

入江章子
上│ fig.①：「婦人像」F8（1992）
下│ fig.②：「園内風景」F20（1998）

大山清長
上│ fig.③：「奄美の豚」F10（1996）
下│ fig.④：「奄美風景」F10（2000）
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わ
た
し
の
気
に
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る
こ
と
「
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摩
の
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来
の
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と
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」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

レ
ク
チ
ャ
ー
編

け
る
字
を
選
ん
だ
、
と
い
う
よ
り
選
ば
さ
れ
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。
こ
の
話
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
衝
撃
的

で
し
た
。
本
名
の
大
の
字
を
残
し
て
、
川
と
一
と
、

子
ど
も
で
も
書
け
る
園
名
を
つ
け
た
。
大
山
さ
ん
は

患
者
運
動
の
先
頭
に
立
つ
よ
う
な
人
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
一
九
九
六
年
の
ら
い
予
防
法
の
廃
止

を
機
に
本
名
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ら

い
予
防
法
と
そ
の
廃
止
が
入
所
者
に
ど
ん
な
意
味
を

も
っ
た
か
を
示
す
、
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
と
思

い
ま
す
。

　

大
山
さ
ん
は
二
度
と
故
郷
に
は
帰
れ
ず
、
故
郷
の

奄
美
大
島
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
描
き
ま
し
た
。
そ

の
作
品
は
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
、「
奄
美
の
豚
」
は
、

展
覧
会
で
も
人
気
作
品
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
こ
の
可

愛
ら
し
い
奄
美
の
豚
。
奄
美
大
島
か
ら
沖
縄
に
か
け

て
は
、
豚
を
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
飼
う
地
域
で
す
ね
。

こ
れ
も
、
吉
山
さ
ん
は
「
自
分
に
は
と
て
も
描
け
な

い
」
と
言
う
作
品
で
す
。
専
門
の
美
術
教
育
を
受
け

て
い
な
い
の
で
必
ず
し
も
デ
ッ
サ
ン
が
正
確
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
色
使
い
と
い
い
、
非
常
に

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
で
す
。
大
山
さ
ん
の
作
品
は
、

ぜ
ん
ぶ
故
郷
の
奄
美
大
島
を
題
材
に
し
て
い
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
、
病
が
治
っ
て
も
な
お
療
養
所
か
ら

出
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
終
生
故
郷
に
帰
る
こ
と

が
で
き
な
い
仕
組
み
が
あ
り
、
そ
う
い
う
中
で
、
望

郷
の
思
い
を
絵
筆
に
託
し
た
人
で
し
た
。
大
山
さ
ん

は
気
前
が
い
い
人
で
、
園
外
か
ら
来
た
人
が
「
こ
の

絵
い
い
ね
」
と
言
う
と
ぜ
ん
ぶ
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
し

ま
い
、
だ
か
ら
こ
れ
だ
け
ユ
ニ
ー
ク
な
作
家
な
の
に
、

残
っ
て
い
る
作
品
点
数
が
も
の
す
ご
く
少
な
い
ん
で

す
。

　

奥
井
喜
美
直
さ
ん
［fig.
⑤
⑥
］
は
、
吉
山
さ
ん
の

ラ
イ
バ
ル
だ
っ
た
人
で
、
第
一
期
の
停
滞
期
も
こ
の

二
人
だ
け
は
ず
っ
と
絵
を
描
い
て
、
毎
年
秋
の
文
化

祭
に
は
欠
か
さ
ず
発
表
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
奥

井
さ
ん
も
奄
美
大
島
の
出
身
で
、
お
父
さ
ん
が
漁
師

さ
ん
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
モ
チ
ー
フ
の
絵
が
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
。「
ア
マ
ダ
イ
」
は
展
覧
会
の
メ

イ
ン
イ
メ
ー
ジ
と
し
た
作
品
で
す
。
ほ
か
に
有
名
な

絵
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
誰
も
注
目

し
て
い
な
か
っ
た
作
品
で
、
初
め
て
大
き
く
取
り
上

げ
る
と
、
菊
池
恵
楓
園
の
方
た
ち
も
「
こ
の
絵
は
確

か
に
い
い
ね
」「
よ
く
ぞ
こ
の
絵
を
選
ん
だ
ね
」
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
魚
二
匹
が
向
か
い
合
わ
せ
に

な
っ
て
い
て
、
オ
ス
・
メ
ス
な
の
か
夫
婦
な
の
か
、

そ
れ
と
も
何
な
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
感
じ
さ

せ
ま
す
。

　

こ
れ
も
奄
美
の
漁
を
描
い
た
作
品
で
す
。
奥
井
さ

ん
は
お
父
さ
ん
に
つ
い
て
よ
く
魚
を
と
り
に
行
っ
て

い
た
そ
う
で
、
子
ど
も
の
頃
の
思
い
出
を
こ
う
い
っ

た
か
た
ち
で
作
品
に
し
て
い
ま
す
。
奥
井
さ
ん
は
晩

年
指
の
障
害
が
ど
ん
ど
ん
重
く
な
っ
て
い
っ
て
、
満

足
に
絵
筆
を
握
れ
な
く
な
り
ま
す
。
一
九
八
〇
年
以

降
の
療
養
所
で
は
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
が
す
ご
く
盛
り
上

が
っ
て
い
て
、
奥
井
さ
ん
は
仲
間
た
ち
の
仲
の
よ
い

様
子
を
絵
に
し
て
い
ま
す
。
若
い
頃
と
比
べ
る
と
、

こ
の
頃
に
は
も
う
ほ
と
ん
ど
描
き
込
む
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
吉
山
さ
ん
は
、「
自
分
は
こ

う
い
う
タ
ッ
チ
で
絵
を
描
け
な
い
。
こ
れ
は
本
当
に

素
晴
ら
し
い
」
と
言
っ
て
、
こ
の
絵
を
選
び
ま
し
た
。

絵
の
具
を
重
ね
る
こ
と
も
難
し
く
、
顔
は
絵
筆
の
先

で
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
と
触
れ
る
く
ら
い
で
す
が
、
そ
れ

で
も
描
く
。
な
お
か
つ
描
く
。
そ
の
選
ん
だ
題
材
が
、

療
養
所
の
友
だ
ち
同
士
の
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
の
姿
で
し

た
。

　

次
の
奥
井
紀
子
さ
ん
［fig.

⑦
］
は
、
喜
美
直
さ
ん

の
奥
さ
ん
で
す
。
結
婚
し
た
喜
美
直
さ
ん
が
絵
を
描

く
人
だ
っ
た
の
で
、
自
分
も
描
き
始
め
ま
し
た
。
一

九
七
九
年
頃
か
ら
で
す
か
ら
、
典
型
的
な
第
二
期
以

降
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
す
。
キ
ャ
ン
バ
ス
に
も
水

彩
で
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。
共
同
の
ア
ト
リ
エ
は
あ

り
ま
す
が
や
は
り
狭
い
で
す
か
ら
、
紀
子
さ
ん
は
自

室
で
絵
を
描
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
ど
れ
も
台
所
で

描
け
る
よ
う
な
、
野
菜
や
果
物
、
鉢
植
え
の
花
で
あ

る
と
か
、
そ
う
い
う
題
材
を
た
く
さ
ん
描
い
た
人
で

す
。
先
ほ
ど
の
入
江
さ
ん
も
そ
う
で
す
が
、
女
性
が

部
屋
に
こ
も
っ
て
選
ん
だ
題
材
な
ん
で
す
ね
。
紀
子

さ
ん
も
そ
れ
を
何
枚
も
何
枚
も
描
き
つ
づ
け
て
い
ま

す
。
吉
山
さ
ん
は
そ
の
中
か
ら
「
こ
れ
も
私
に
は
マ

ネ
で
き
な
い
よ
」
と
言
っ
て
、「
か
ぼ
ち
ゃ
」
と
い
う

絵
を
選
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
吉
山
さ
ん
は
「
ま
る
で

ゴ
ッ
ホ
の
タ
マ
ネ
ギ
の
絵
を
見
て
い
る
み
た
い
だ
。

今
に
も
動
き
出
し
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
ん
で

す
。
紀
子
さ
ん
は
ご
存
命
で
す
。
た
だ
も
う
絵
を
描

く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
ご
病
気
が
ち
で
療
養

に
専
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
阿
蘇
山
を
描
い
た
絵
で
す
。
こ
う
朝
日
が

昇
っ
て
く
る
、
園
か
ら
見
え
る
朝
の
風
景
で
す
ね
。

療
養
所
の
中
で
紀
子
さ
ん
が
描
く
題
材
を
探
し
て
い

て
、
園
か
ら
ふ
と
東
を
望
む
と
阿
蘇
山
が
見
え
て
、

そ
こ
か
ら
朝
日
が
昇
っ
て
き
た
、
そ
う
い
っ
た
絵
で

す
。

　

次
は
木
下
今
朝
義
さ
ん
［fig.

⑧
⑨
⑩
］
で
す
。
大

山
（
大
川
）
さ
ん
と
仲
が
よ
く
て
、
大
山
さ
ん
が
絵

を
描
い
て
い
る
の
を
見
て
自
分
で
も
描
き
始
め
ま
し

た
。
木
下
さ
ん
も
ま
た
、
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
絵
を
描

く
ん
で
す
ね
。
木
下
さ
ん
は
子
ど
も
の
頃
に
ハ
ン
セ

ン
病
を
発
症
し
て
、
学
校
で
は
差
別
さ
れ
て
い
じ
め

ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
学
校
に
通
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
先

生
か
ら
も
「
も
う
学
校
に
来
る
な
」
と
言
わ
れ
て
、

学
齢
期
間
に
は
ず
っ
と
家
に
こ
も
っ
て
、
隠
れ
る
よ

う
に
生
活
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
や
が
て
そ
れ
も
つ

づ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
強
制
隔
離
で
園
に
入
所
す

る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
、
ま
だ
発
症
す
る
前
の
小
学
校
一
年
生
の

と
き
を
描
い
た
「
遠
足
」
と
い
う
作
品
で
す
。
小
学

校
の
唯
一
の
楽
し
い
思
い
出
は
、
仲
間
た
ち
と
遠
足

に
行
け
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
菜
の
花
と
桜

の
花
が
咲
い
て
い
て
、
そ
の
唯
一
楽
し
か
っ
た
友
だ

ち
と
の
思
い
出
を
描
い
た
作
品
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
最
初
は
も
っ
と
ぎ
っ
し
り
人
が
描
か
れ
て
い
た

そ
う
で
す
が
、
吉
山
さ
ん
が
「
こ
ん
な
に
人
が
並
ん

で
る
の
は
不
自
然
で
お
か
し
い
よ
。
子
ど
も
た
ち
の

列
な
ら
、
あ
い
だ
あ
い
だ
に
ス
キ
マ
が
あ
っ
て
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
批
評
し
て
、
木
下
さ
ん
は
そ
う

い
う
ア
ド
バ
イ
ス
に
は
聞
く
耳
を
も
た
な
い
人
だ
っ

た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
と
き
だ
け
は
腕
組
み
し
な
が

ら
ず
っ
と
考
え
て
、「
そ
れ
も
そ
う
だ
な
」
と
人
を
消

し
て
い
っ
た
と
い
い
ま
す
。
吉
山
さ
ん
が
思
い
出
と

奥井喜美直
上│ fig.⑤：「アマダイ」F30（1999）
下│ fig.⑥：「ゲートボール」F10（2005）

奥井紀子
fig.⑦：「朝の風景」F6（2007）
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摩
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ワ
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ク
シ
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ッ
プ
記
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│
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ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
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 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

レ
ク
チ
ャ
ー
編

し
て
、
そ
う
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
う
や
っ

て
仲
間
た
ち
と
意
見
を
言
い
合
い
な
が
ら
創
作
活
動

を
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
実
際
に
起
き
た
事
件
を
題
材
に
し
た
「
集

団
脱
走
」
と
い
う
作
品
で
す
。
一
九
三
二
年
、
木
下

さ
ん
が
入
所
し
た
翌
年
に
、
入
所
者
思
い
の
職
員
が

辞
め
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
熊
本
県
庁
に
辞
め

さ
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
集
団
直
訴
す
る
た
め
に
入
所

者
五
〇
〇
人
が
隔
離
壁
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
越
え
て

脱
走
す
る
事
件
が
起
き
ま
す
。
実
力
行
使
で
す
ね
。

そ
の
と
き
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
リ
ー

ダ
ー
に
な
っ
た
の
が
園
内
の
消
防
団
の
人
た
ち
で
、

彼
ら
の
法は
っ
ぴ被

に
描
か
れ
た
「
九
」
は
、
菊
池
恵
楓
園

の
戦
前
の
呼
び
名
で
あ
る
九
州
療
養
所
の
「
九
」
で

す
。
非
常
に
芸
が
細
か
い
。
当
時
木
下
さ
ん
も
消
防

団
に
い
た
そ
う
で
、
本
当
は
つ
い
て
い
く
の
は
嫌

だ
っ
た
け
れ
ど
、
親
分
の
「
て
め
ー
ら
行
く
ぜ
！
」

の
声
に
つ
ら
れ
て
出
て
、
後
ろ
を
振
り
返
っ
た
ら
入

所
者
た
ち
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
列
を
な
し
て
い
て
、
も
う
後

に
は
引
け
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

結
局
脱
走
は
鎮
圧
さ
れ
、
要
求
は
聞
き
入
れ
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
絵
は
ま
さ
に
園
の
壁
を
越
え
て

い
く
と
こ
ろ
。
こ
の
集
団
脱
走
は
、
や
は
り
戦
前
の

統
制
の
厳
し
か
っ
た
時
代
の
入
所
者
に
と
っ
て
、
ま

た
園
当
局
に
と
っ
て
も
衝
撃
的
な
事
件
だ
っ
た
ん
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
の
絵
を
よ
く
見
る
と
、
今
も
園
内

に
い
く
つ
か
残
る
、
消
防
団
に
つ
き
も
の
の
防
火
水

槽
が
ち
ゃ
ん
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
私
も
園
に
行
っ

て
、
実
際
に
見
て
き
ま
し
た
。
今
は
も
う
潰
さ
れ
た

り
塗
り
込
め
ら
れ
た
り
し
て
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
が
、
構
図
と
し
て
も

こ
の
防
火
水
槽
が
非
常
に
生
き
て
い
ま
す
。
木
下
さ

ん
も
絵
の
教
育
は
受
け
て
お
ら
ず
、
自
分
の
思
う
よ

う
に
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い

絵
で
す
。 

　

こ
の
「
家
族
」
と
い
う
絵
は
、
ほ
か
は
す
べ
て
菊

池
恵
楓
園
か
ら
借
り
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
の
一
点

だ
け
は
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
が
所
蔵
し
て
い
る

木
下
さ
ん
の
絵
で
す
。
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
し
て
き

た
よ
う
に
、
入
所
者
の
多
く
は
故
郷
や
家
族
と
縁
を

切
っ
て
入
所
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
木
下
さ
ん
は
幸

い
縁
が
切
れ
る
こ
と
な
く
、
よ
く
家
族
が
訪
ね
て
き

て
い
た
そ
う
で
す
。
た
だ
、
も
う
故
郷
に
は
戻
る
こ

と
は
な
く
園
で
亡
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
こ

の
絵
に
は
家
族
へ
の
特
別
な
思
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

遠
近
感
も
お
か
し
い
し
、
全
員
が
こ
っ
ち
を
向
い
て

見
て
い
る
の
も
変
な
、
不
思
議
な
感
じ
の
絵
で
す
。

私
が
非
常
に
好
き
な
絵
で
、
あ
え
て
資
料
館
の
収
蔵

庫
か
ら
出
し
て
き
て
、
展
示
し
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
思
わ
せ
る
絵
で
す
。  

　

次
は
天
草
出
身
の
中
原
繁
敏
さ
ん［fig.

⑪
⑫
］。
監

禁
室
を
描
い
た
「
鎖
」
と
い
う
絵
は
、
ら
い
予
防
法

が
廃
止
さ
れ
た
後
に
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
監
禁
室
は
、

脱
走
し
た
入
所
者
な
ど
を
収
監
す
る
園
内
の
懲
罰
施

設
で
す
。
こ
の
監
禁
室
に
は
わ
ざ
わ
ざ
鎖
が
巻
か
れ
、

し
か
も
自
由
に
歩
き
ま
わ
る
野
良
猫
が
対
比
し
て
描

か
れ
て
い
ま
す
。
実
物
を
見
る
と
か
な
り
生
々
し
い

の
で
す
が
、
血
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
血
が
描

か
れ
て
い
る
の
か
、
残
念
な
が
ら
中
原
さ
ん
は
も
う

亡
く
な
っ
て
い
ま
す
し
、
吉
山
さ
ん
も
説
明
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
隔
離
法
の
廃
止
が
こ
う
い
う
事
実

を
思
い
起
こ
さ
せ
て
、
中
原
さ
ん
に
こ
の
絵
を
描
か

せ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
絵
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
「
次
郎
岳
」
と
い
う
作
品
で
は
、
中
原

木下今朝義
上│ fig.⑧：「集団脱走」F50（1998）

右│ fig.⑨：「遠足」F10（1996）
左│ fig.⑩：「家族」F10（不明）
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

レ
ク
チ
ャ
ー
編

さ
ん
の
故
郷
の
天
草
の
山
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
山
の
麓
に
中
原
さ
ん
の
生
家
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
で
す
か
ら
一
見
た
だ
の
山
の
絵
で
す
が
、

や
は
り
望
郷
の
絵
と
見
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
自
分

の
生
家
か
ら
見
上
げ
た
山
の
絵
で
す
。
そ
し
て
吉
山

さ
ん
が
選
ん
で
く
だ
さ
っ
た
「
命
」
と
い
う
絵
が
、

中
原
さ
ん
の
絶
筆
と
な
っ
た
作
品
で
す
。
こ
の
絵
に

は
、
大
き
な
木
が
朽
ち
果
て
て
倒
れ
よ
う
と
し
て
い

て
、
そ
の
脇
か
ら
ひ
こ
ば
え
の
新
し
い
芽
が
、

ぴ
ょ
っ
と
出
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
癌
が
進
行
し
て
い
た
中
原
さ
ん
は
、
こ
れ

を
描
き
終
え
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
も
の
す
ご
く
大

き
な
絵
で
す
。
し
か
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
質
感
が
す

ご
く
て
、
展
覧
会
の
企
画
や
選
者
の
意
図
を
超
え
て
、

見
る
人
の
心
を
打
っ
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

　

油
絵
を
描
く
人
が
多
か
っ
た
中
で
、
水
彩
画
を
得

意
と
し
た
の
が
堀
崎
一
雄
さ
ん
［fig.

⑬
⑭
］
で
す
。

「
風
景
（
Ⅰ
）」
も
美
し
い
水
彩
画
で
す
。
そ
れ
か
ら

「
阿
蘇
空
海
」
は
阿
蘇
山
を
描
い
た
作
品
で
す
。
阿

蘇
山
は
仏
さ
ま
が
寝
て
い
る
姿
に
見
え
る
と
地
元
で

は
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
皆
さ
ん
ご
存
知
で

し
た
か
。
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
ぜ
ん
ぜ
ん
知
ら
ず
に

こ
の
絵
を
選
ん
だ
の
で
す
が
、
地
元
の
人
は
そ
う
見

立
て
て
い
て
、「
阿
蘇
の
煙
は
へ
そ
か
ら
出
る
」
と
い

う
言
葉
も
あ
る
そ
う
で
す
。
涅
槃
図
で
す
ね
。
堀
崎

さ
ん
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
と
い
う
か
、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
こ
の
絵
を
描
い
て
い
る
は
ず
で
す
ね
。
そ
う

い
う
絵
で
す
。

　

第
二
期
以
降
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
森
繁
美
さ
ん

［fig.

⑮
］
も
、
非
常
に
個
性
的
な
人
で
す
。「
し
げ
み

ち
ゃ
ん
、
し
げ
み
ち
ゃ
ん
」
と
、
み
ん
な
か
ら
慕
わ

れ
ま
し
た
。
た
だ
、
描
い
た
の
は
「
納
骨
堂
」
と
い

う
作
品
で
す
。
本
来
な
ら
遺
骨
は
家
族
に
引
き
取
ら

れ
て
故
郷
の
お
墓
に
眠
る
の
が
理
想
の
姿
で
す
が
、

家
族
と
縁
を
切
っ
て
何
十
年
も
園
で
暮
ら
し
、
家
族

に
連
絡
し
て
も
、「
う
ち
と
は
関
係
な
い
」
と
遺
骨
の

引
き
取
り
を
拒
否
さ
れ
る
人
も
い
ま
す
。
そ
れ
も
、

拒
否
す
る
家
族
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
家
族
の
人
た

ち
も
世
間
で
は
差
別
的
な
目
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
を
出
し
た
こ
と

を
隠
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
、
家
族
も
ま
た
被
害

者
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
故
郷
に
戻
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
仲
間
た
ち
が
眠
る
の
が
こ
の
納
骨
堂

で
す
。

　

森
さ
ん
も
手
指
の
障
害
が
ひ
ど
く
て
、
絵
の
具
を

油
で
溶
い
た
り
、
絵
筆
で
色
を
混
ぜ
る
こ
と
を
端

折
っ
て
、
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
出
し
た
絵
の
具
を
そ
の
ま

ま
キ
ャ
ン
バ
ス
に
押
し
つ
け
て
描
い
て
い
る
箇
所
が

あ
り
ま
す
。
木
を
見
て
も
そ
う
で
す
が
、
絵
の
具
が

も
の
す
ご
く
盛
り
上
が
っ
た
、
非
常
に
凹
凸
の
あ
る

絵
で
す
。
こ
の
作
品
も
園
内
の
風
景
で
す
。
同
じ
形

の
マ
ッ
チ
箱
を
並
べ
た
よ
う
な
一
般
舎
が
ず
っ
と
あ

り
、
多
い
と
き
で
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
人
た
ち
が
入

所
し
て
い
ま
し
た
。
一
〇
〇
〇
人
と
い
え
ば
も
う
ひ

と
つ
の
村
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
共
同
体
で
す
。
園

内
に
は
ヒ
ノ
キ
が
多
く
、
見
る
と
よ
く
わ
か
る
と
思

い
ま
す
が
、
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
絞
っ
た
絵
の
具
が
そ
の

ま
ま
キ
ャ
ン
バ
ス
に
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
吉
山
さ
ん
が
選
ん
だ
、
思
い
出
深
い
森
さ

ん
の
阿
蘇
の
山
の
絵
で
す
。
そ
の
日
、
吉
山
さ
ん
は

森
さ
ん
と
一
緒
に
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
に
出
か
け
て
、
森

さ
ん
は
や
は
り
ひ
ょ
う
き
ん
な
と
こ
ろ
の
あ
る
方
で
、

ぜ
ん
ぜ
ん
ス
ケ
ッ
チ
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
吉
山
さ
ん
が
「
お
前
、
ど
う
し
て
描
か
な
い
ん

だ
」
と
聞
く
と
、
森
さ
ん
は
、
ぜ
ん
ぶ
頭
に
入
っ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
頭
を
指
差
し
て
、
そ
れ
か
ら

帰
っ
て
き
て
一
気
に
描
き
上
げ
た
の
が
こ
の
絵
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
吉
山
さ
ん
は
、「
と
て
も
マ
ネ
で
き

な
い
森
繁
美
の
世
界
。
こ
ん
な
色
使
い
で
阿
蘇
の
山

を
表
現
す
る
こ
と
に
び
っ
く
り
し
た
」
と
言
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
阿
蘇
山
の
絵
と
比
べ
て
も
、
正
確
に
山
の

か
た
ち
の
特
徴
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
色
使

い
が
非
常
に
独
特
で
す
。
や
は
り
直
接
チ
ュ
ー
ブ
か

中原繁敏
上│ fig.⑪：「次郎岳（天草）」F30（2003）
下│ fig.⑫：「鎖」F30（2000）

森繁美
fig.⑮：「根子岳」F8（2002）

堀崎一雄
上│ fig.⑬：「阿蘇空海」F6（1989）
下│ fig.⑭：「風景（Ⅰ）」F6（1987）
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

レ
ク
チ
ャ
ー
編

ら
出
し
た
絵
の
具
で
、
も
の
す
ご
い
凸
凹
が
あ
る
絵

で
す
。

　

金
陽
会
の
リ
ー
ダ
ー
は
吉
山
さ
ん
で
し
た
が
、
仲

間
た
ち
の
個
性
を
ス
ポ
イ
ル
せ
ず
、「
自
分
に
は
と

て
も
描
け
な
い
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
個
性
の
持
ち

主
だ
っ
た
」
と
今
も
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
。
吉
山
さ
ん
が
選
ん
だ
絵
を
並
べ
て
み
る
と
、
や

は
り
ご
自
身
で
は
描
け
な
い
絵
を
選
ば
れ
て
い
る
ん

で
す
ね
。
こ
の
展
覧
会
の
準
備
で
は
、
そ
ん
な
と
こ

ろ
も
素
晴
ら
し
い
な
、
と
思
い
ま
し
た
。

　

矢
野
悟
さ
ん
［fig.

⑯
⑰
］
は
今
も
お
元
気
で
す
が
、

目
が
不
自
由
に
な
り
、
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
日
曜
美
術
館
で
は
、「
今

で
も
片
時
も
絵
の
こ
と
を
忘
れ
た
こ
と
は
な
い
」
と

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
応
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
絵
を
や

め
て
長
く
な
り
ま
す
が
、
今
も
い
ち
ば
ん
手
の
届
き

や
す
い
と
こ
ろ
に
絵
筆
を
し
ま
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

矢
野
さ
ん
に
は
牛
を
描
い
た
絵
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
吉
山
さ
ん
い
わ
く
、
矢
野
さ
ん
が
ス
ケ
ッ
チ
に

出
か
け
る
近
所
に
は
牛
を
飼
っ
て
い
る
開
拓
農
家
が

多
く
て
、
仲
良
く
な
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
こ
の

絵
も
お
も
し
ろ
く
て
、
生
き
て
い
る
牛
と
、
絵
を
描

く
人
が
よ
く
デ
ッ
サ
ン
に
使
う
牛
骨
が
対
比
的
に
描

か
れ
て
い
ま
す
。
生
き
て
い
る
牛
と
、
も
う
骸
骨
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
牛
。
こ
れ
も
絵
の
前
に
立
つ
と
、

い
ろ
ん
な
こ
と
を
思
わ
せ
る
絵
で
す
。

　
「
き
ょ
う
だ
い
」
と 

題
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
展

示
作
品
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
大
き
い
一
〇
〇
号
の
絵

で
す
。

　

言
葉
で
説
明
す
る
と
非
常
に
野
暮
で
す
が
、
子
ど

も
の
と
き
に
入
所
し
た
矢
野
さ
ん
に
は
お
姉
さ
ん
が

い
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
本
人
と
、
お
姉
さ
ん
と

飼
っ
て
い
た
犬
が
唯
一
の
味
方
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
ま
わ
り
に
は
黒
い
シ
ル
エ
ッ
ト
が
五
つ
。
こ
れ

を
ど
う
見
る
か
で
す
が
、
非
常
に
恐
ろ
し
い
顔
で

こ
っ
ち
を
見
て
い
る
影
も
あ
る
し
、
視
線
も
合
わ
せ

ず
後
ろ
を
向
く
影
も
あ
る
。
表
情
を
も
た
な
い
黒
い

シ
ル
エ
ッ
ト
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
矢
野
さ
ん

は
ど
う
い
う
気
持
ち
で
こ
の
絵
を
完
成
さ
せ
た
の
か
。

矢
野
さ
ん
は
一
〇
〇
号
の
大
き
な
絵
を
集
中
し
て
描

き
、
た
く
さ
ん
残
し
て
い
ま
す
。
吉
山
さ
ん
に
聞
く

と
、
若
い
頃
は
幾
晩
も
徹
夜
を
し
て
絵
を
描
い
て
い

て
、
そ
の
集
中
力
は
本
当
に
す
ご
か
っ
た
と
い
い
ま

す
。
非
常
に
訴
え
る
も
の
が
あ
っ
て
、
展
覧
会
で
は
、

こ
の
絵
の
前
に
立
ち
止
ま
っ
て
動
け
な
く
な
る
人
を

何
人
も
見
ま
し
た
。

　

最
後
は
吉
山
安
彦
さ
ん［fig.

⑱
⑲
⑳
㉑
］
で
す
。
創

立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
、
今
も
唯
一
絵
を
描
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
今
年
九
二
歳
で
す
が
、
と
て
も

お
元
気
で
す
。
こ
の
「
陽
だ
ま
り
」
と
い
う
作
品
は
、

昔
園
内
に
あ
っ
た
小
学
校
の
分
校
の
教
室
か
ら
見
え

る
隔
離
壁
を
描
い
て
い
ま
す
。
療
養
所
の
高
齢
化
に

よ
り
小
学
校
が
な
く
な
り
、
金
陽
会
は
第
二
期
に
、

空
き
家
に
な
っ
て
い
た
こ
の
小
学
校
を
ア
ト
リ
エ
と

し
て
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
こ

の
場
所
は
、
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
は
仲
間
た
ち
と

集
っ
た
思
い
出
の
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
だ
け
ど
も

目
の
前
に
見
え
る
の
は
隔
離
壁
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

す
。
入
所
者
の
脱
走
を
防
ぐ
た
め
の
高
い
コ
ン
ク

リ
ー
ト
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
小
鳥
の
親
子
│
吉

山
さ
ん
は
コ
ジ
ュ
ケ
イ
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
親
子
が
壁
を
越
え
て
遊
び
に
来
て
い
る
。

　

吉
山
さ
ん
は
親
子
の
小
鳥
を
描
い
て
い
ま
す
。
日

本
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
徴
の

ひ
と
つ
は
、
世
界
で
唯
一
、
患
者
に
子
ど
も
を
も
つ

こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
断
種
、
堕
胎
を

合
法
化
し
た
。
結
婚
は
認
め
る
け
れ
ど
、
子
ど
も
が

矢野悟
上│ fig.⑯：「静物」F50（1994）
下│ fig.⑰：「きょうだい」F100（不明）

吉山安彦
上│ fig.⑱：「陽だまり」F20（1991）
中│ fig.⑲：「昼の月」F50（1993）
下│ fig.⑳：「晩夏」F15（2002）
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

レ
ク
チ
ャ
ー
編

で
き
な
い
よ
う
に
男
性
避
妊
、
い
わ
ゆ
る
パ
イ
プ

カ
ッ
ト
手
術
を
強
制
し
、
女
性
が
妊
娠
し
た
場
合
は

強
制
的
に
堕
胎
が
行
わ
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
つ

づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
、
今
に
至
る
影
響
も
も
の
す

ご
く
大
き
い
ん
で
す
ね
。

　

海
外
で
は
、
病
が
治
っ
て
し
ま
え
ば
子
ど
も
や
孫

と
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
日
本
で
は

退
所
し
て
も
子
ど
も
も
孫
も
い
ま
せ
ん
。
ハ
ン
セ
ン

病
療
養
所
の
平
均
年
齢
は
今
は
も
う
八
七
歳
で
、
親

も
い
な
い
し
、
兄
弟
も
存
命
か
ど
う
か
で
、
誰
も
頼

る
人
が
い
な
い
。
皆
さ
ん
口
に
は
出
し
ま
せ
ん
が
、

家
族
を
も
つ
こ
と
、
子
ど
も
を
残
す
こ
と
に
つ
い
て

は
秘
め
た
思
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
さ
り
げ
な
い
小

鳥
の
親
子
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
し
か
も
「
陽
だ
ま
り
」
と
い
う
非
常
に
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
タ
イ
ト
ル
な
の
に
、
描
か
れ
て
い
る
の
は

隔
離
壁
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
も
本
当

に
い
ろ
ん
な
思
い
の
こ
も
っ
た
絵
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
療
養
所
近
く
の
団
地
を
写
実
的
に
描
い
た
、

「
昼
の
月
」
と
い
う
作
品
で
す
。
吉
山
さ
ん
は
、
治
っ

た
患
者
が
外
に
出
て
い
け
る
制
度
が
あ
っ
た
ら
、
自

分
も
社
会
復
帰
で
き
て
い
た
だ
ろ
う
と
言
い
ま
す
。

だ
け
ど
結
局
こ
の
療
養
所
に
一
生
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、

今
も
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
マ
イ
ホ
ー

ム
生
活
へ
の
憧
れ
は
や
は
り
人
一
倍
あ
っ
て
、
も
し

自
分
が
こ
の
病
気
で
な
か
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
団
地

で
、
平
凡
だ
け
れ
ど
も
さ
さ
や
か
な
家
族
生
活
を
営

ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
い
な
が
ら
描
い
た

そ
う
で
す
。

　

こ
こ
に
は
、
ス
ー
ツ
を
着
て
仕
事
に
出
か
け
よ
う

と
し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
姿
も
描
か
れ
て
い
ま

す
。
吉
山
さ
ん
は
、
こ
れ
が
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
あ

り
得
た
自
分
の
姿
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
お
っ

し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
も
大
き
な
絵
で
す
。
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
家
庭
と
い
う
か
、
部
屋
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
家
庭
生
活
の
象
徴
で
あ
る
洗
濯
物
や
布
団
が

干
し
て
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
吉
山
さ
ん
は
ひ
と
つ
ひ

と
つ
絵
筆
を
動
か
し
て
、
こ
れ
を
ぜ
ん
ぶ
自
分
で
描

い
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
空
に
は
青
い
月
が

浮
か
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
や
る
せ
な
い
思
い
と
、

い
ろ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
た
ぶ
ん
こ
れ
を
完

成
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

次
は
「
潮
騒
」
と
い
う
作
品
。
吉
山
さ
ん
は
初
期

の
頃
に
は
、
幻
想
的
な
作
風
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。

吉
山
さ
ん
は
天
草
の
出
身
で
「
海
育
ち
で
す
け
ん

ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
故
郷
の
海
を
幻
想
的

に
描
い
た
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
と

は
写
実
的
な
絵
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
最

近
は
ま
た
こ
う
し
た
作
風
に
戻
っ
て
い
る
ん
だ
と

言
っ
て
、
新
作
を
描
か
れ
て
い
ま
す
。
何
か
不
思
議

な
、
海
の
モ
チ
ー
フ
で
す
。
最
後
は
「
晩
夏
」
と
名

付
け
ら
れ
た
自
画
像
。
吉
山
さ
ん
は
、
若
い
と
き
か

ら
ず
い
ぶ
ん
多
く
自
画
像
を
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
自
画
像
も
、
背
景
は
や
は
り
天
草
の
故
郷
の
海

を
思
い
な
が
ら
描
い
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

作
者
と
作
品
の
紹
介
は
以
上
で
す
。
残
り
の
時
間

で
は
、
皆
さ
ん
が
こ
れ
ら
の
絵
を
ど
の
よ
う
に
ご
覧

に
な
っ
た
か
、
お
話
し
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

金
陽
会
の
作
品
に
接
し
て
、

あ
な
た
は
何
を
感
じ
ま
す
か
？

│
事
務
局
─
今
、
会
場
に
六
名
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を

合
わ
せ
て
二
〇
名
ほ
ど
が
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど

な
た
か
、
気
に
な
っ
た
作
品
を
挙
げ
て
い
た
だ
け
ま

す
か
。

参
加
者
1
─
私
が
気
に
な
っ
た
作
品
は
、
堀
崎
さ
ん

の
「
風
景
（
Ⅰ
）」［fig.

⑭
］
と
吉
山
さ
ん
の
「
潮
騒
」

［fig.

㉑
］
で
す
。
最
初
見
た
と
き
に
、
い
い
絵
だ
な
、

き
れ
い
な
絵
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
気
に
な
っ
て
調

べ
て
み
る
と
恵
楓
園
は
海
岸
か
ら
一
〇
キ
ロ
以
上
内

陸
に
入
っ
た
場
所
に
あ
る
の
で
、「
潮
騒
」
は
い
わ
ゆ

る
風
景
画
で
は
な
く
、
木
村
さ
ん
の
お
話
に
も
あ
っ

た
よ
う
に
記
憶
の
な
か
の
故
郷
だ
と
思
い
ま
し
た
。

堀
崎
さ
ん
の
「
風
景
（
Ⅰ
）」
も
、G

oogle

マ
ッ
プ

で
見
る
と
そ
の
起
伏
が
恵
楓
園
の
風
景
で
は
な
さ
そ

う
で
、
こ
れ
も
記
憶
の
な
か
の
風
景
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
こ
と
が
気
に
な
り
ま
し
た
。
あ
と
、
木
村
さ

ん
の
お
話
で
、
矢
野
さ
ん
が
失
明
さ
れ
た
今
で
も
絵

筆
を
手
元
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
す
ご
い
。

本
当
に
生
き
て
い
く
た
め
に
絵
を
描
か
れ
て
い
た
ん

だ
な
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た

木
村
─
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
手
を
挙
げ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
方
に
次
々
伺
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

参
加
者
２
─
僕
が
選
ん
だ
の
は
、
吉
山
さ
ん
の
「
昼

の
月
」［fig.

⑲
］
と
奥
井
喜
美
直
さ
ん
の
「
ア
マ
ダ

イ
」［fig.

⑤
］
で
す
。「
ア
マ
ダ
イ
」
に
は
、
僕
も
木

村
さ
ん
の
説
明
と
同
じ
よ
う
な
印
象
を
受
け
て
い
て
、

何
か
い
い
絵
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
吉
山
さ
ん
の

「
昼
の
月
」
は
、
僕
自
身
も
割
と
集
合
住
宅
の
よ
う
な

合
理
的
な
形
が
た
ま
に
気
に
な
っ
て
見
た
り
す
る
の

で
、
共
感
で
き
た
と
い
う
か
…
…
。
洗
濯
物
な
ど
集

合
住
宅
の
ベ
ラ
ン
ダ
の
風
景
や
昼
に
見
え
る
月
な
ど
、

吉
山
さ
ん
の
内
省
的
な
部
分
が
出
て
い
る
よ
う
で
、

と
て
も
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

木
村
さ
ん
の
解
説
で
は
、
吉
山
さ
ん
と
奥
井
さ
ん

は
あ
る
程
度
美
術
の
教
育
を
受
け
た
方
と
い
う
こ
と

で
、
期
せ
ず
し
て
そ
う
い
う
絵
を
選
ん
だ
よ
う
で
す

が
、
ほ
か
の
方
の
作
品
も
、
絵
と
し
て
何
を
表
現
し

た
い
か
に
よ
っ
て
、
構
図
や
形
、
収
め
る
要
素
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
美
術
教
育
の
あ
る
な
し

に
か
か
わ
ら
ず
み
ん
な
同
じ
条
件
で
表
現
に
取
り
組

ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
と
て
も
印
象
的
で
し

た
。
例
え
ば
指
の
麻
痺
で
、
絵
の
具
を
直
接
チ
ュ
ー

ブ
か
ら
出
し
て
描
く
森
さ
ん
も
、
そ
う
す
る
と
こ
ろ

と
、
そ
う
は
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
や
は
り
ご

自
身
が
ど
う
い
う
も
の
を
表
現
し
た
い
か
と
い
う
こ

と
の
表
れ
で
あ
っ
て
、
美
術
教
育
の
あ
る
な
し
に
か

か
わ
ら
ず
出
て
く
る
個
性
な
の
か
な
、
と
感
じ
ま
し

た
。

木
村
─
参
加
者
2
さ
ん
は
絵
を
描
か
れ
ま
す
か
？

参
加
者
２
─
一
応
ア
ー
ト
ワ
ー
ク
的
な
こ
と
は
や
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
多
少
の
い
ろ
は
は
知
っ
て
い
ま
す
。

木
村
─
最
初
に
ち
ゃ
ん
と
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
す

が
、
私
は
学
芸
員
で
す
が
、
美
術
の
こ
と
は
ま
っ
た

く
わ
か
ら
な
く
て
（
笑
）。
で
も
金
陽
会
の
絵
に
出

会
っ
て
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
か
ら
ど
う
し

て
も
皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
展
覧
会
を
企
画
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
お
話
を

う
か
が
う
と
、
や
は
り
ち
ゃ
ん
と
絵
を
学
ば
れ
た
方

も
お
ら
れ
て
、
い
ろ
ん
な
感
想
が
聞
け
て
、
と
て
も

勉
強
に
な
り
ま
す
。

参
加
者
３
─
私
が
選
ん
だ
の
は
木
下
さ
ん
の
「
遠

足
」［fig.

⑨
］
で
す
。
自
分
の
部
屋
に
飾
る
と
し
た
ら

ど
れ
が
い
い
か
な
と
い
う
基
準
で
、
素
朴
で
明
る
い

気
分
に
な
る
な
と
思
っ
て
選
び
ま
し
た
が
、
木
村
さ

ん
の
お
話
を
聞
い
て
本
当
に
胸
が
詰
ま
る
よ
う
な
思

い
に
な
っ
た
と
い
う
か
。
療
養
所
の
大
変
な
暮
ら
し

の
中
で
、
子
ど
も
の
頃
の
唯
一
の
楽
し
い
記
憶
を
思

い
起
こ
し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
色
と
構
図
で
表
現

さ
れ
た
ん
だ
と
思
う
と
、
最
初
に
選
ん
だ
と
き
と
ぜ

ん
ぜ
ん
違
う
絵
に
見
え
て
、
自
分
の
気
持
ち
の
変
わ

り
よ
う
を
味
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
参
加
者
2

さ
ん
が
、
絵
の
教
育
の
あ
る
な
し
に
触
れ
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
も
し
か
す
る
と
教
育
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
の

な
い
人
の
方
が
、
魂
の
吹
き
出
し
方
が
、
見
る
側
の

気
持
ち
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
入
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が

し
て
、
ほ
か
の
人
の
作
品
も
興
味
深
く
見
て
い
ま
し

た
。

木
村
─
じ
つ
は
展
覧
会
で
も
、
私
は
お
客
さ
ん
と
接

し
な
が
ら
「
ど
の
絵
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
か
」
と

同
じ
質
問
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
は
結
構
ば

ら
け
て
い
て
、
偏
り
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
三

人
に
お
話
を
伺
っ
て
も
、
や
は
り
ば
ら
け
ま
し
た
ね
。

た
ぶ
ん
こ
こ
か
ら
先
も
、
い
ろ
ん
な
作
品
が
挙
げ
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
。
結
果
的
に
は
作
品
の
選
択
が
う

ま
く
い
っ
た
な
と
、
そ
れ
で
と
て
も
よ
か
っ
た
と
、

後
に
な
っ
て
思
い
ま
し
た
。
じ
ゃ
あ
、
会
場
に
い

ら
っ
し
ゃ
る
方
に
も
う
か
が
い
ま
し
ょ
う
か
。

参
加
者
４
─
私
は
木
下
さ
ん
の
絵
が
す
ご
く
印
象
に

残
り
ま
し
た
。「
家
族
」［fig.

⑩
］
は
、
あ
の
中
に
ご

自
身
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
気
に
な
っ
た
ん
で
す
け

ど
、
そ
れ
は
わ
か
り
ま
す
か
。

木
村
─
た
ぶ
ん
、
ご
自
身
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
っ
ち
を
見
て
写
し
て
…
…
、
こ
れ
は
家
族
の
集
合

写
真
み
た
い
で
す
よ
ね
。
庭
で
家
族
が
全
員
集
合
し

て
、
し
か
も
全
員
こ
っ
ち
を
見
て
い
る
絵
な
ど
、
木

下
さ
ん
は
こ
う
い
う
構
図
の
絵
を
何
枚
か
残
し
て
い

ま
す
。
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
絵
に
も
見
え
る
し
、
家
族

が
全
員
私
た
ち
を
射
す
く
め
る
よ
う
な
視
線
と
い
う

か
、
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
も
す
る
。
彼
が
置

か
れ
た
境
遇
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
み
る
と
、

こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
で
き
て
、
い
い
作
品
で

す
よ
ね
。

参
加
者
４
─
家
族
は
向
こ
う
側
に
い
て
、
自
分
は

こ
っ
ち
に
い
る
み
た
い
な
…
…
。
自
分
は
中
に
は
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
こ
こ
に
境
界
線
が
あ

る
と
い
う
感
じ
で
。
ほ
か
の
二
点
の
絵
も
、
す
ご
く

強
烈
な
印
象
の
出
来
事
だ
っ
た
ん
だ
な
と
伝
わ
っ
て

き
ま
す
。「
集
団
脱
走
」［fig.

⑧
］
の
、
防
火
水
槽
の

水
に
映
っ
た
空
と
雲
が
描
い
て
あ
る
と
こ
ろ
に
も
、

吉山安彦
fig.㉑：「潮騒」F8（1996）



049

048
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
3回
│
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
描
か
れ
た
絵
画

 ─
 国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
・
金
陽
会
の
作
品
を
見
る

レ
ク
チ
ャ
ー
編

木
下
さ
ん
の
絵
心
を
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
う
い
う
和
や
か
な
印
象
の
絵
が
あ
る
一
方
で
、

す
ご
く
内
省
的
な
絵
を
描
か
れ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。

個
人
に
よ
っ
て
違
う
の
は
当
然
で
す
が
、
そ
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
す
ご
く
感
じ
ま
し
た
。
ア
ー
ル
・
ブ

リ
ュ
ッ
ト
で
も
知
的
な
障
害
の
あ
る
方
だ
と
、
私
た

ち
の
既
成
概
念
を
超
え
た
絵
を
描
か
れ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
金
陽
会
の
皆
さ
ん
の
絵
は
私

た
ち
と
同
じ
世
界
に
い
る
、
感
覚
を
共
有
で
き
る
よ

う
な
部
分
も
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
あ
る
種
の
施
設

と
い
う
括
り
の
中
で
、
私
た
ち
と
近
い
方
が
ず
っ
と

そ
こ
で
生
活
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
描
か
れ
た
絵
な

ん
だ
な
と
考
え
ま
し
た
。

木
村
─
本
当
に
そ
う
で
す
よ
ね
。
吉
山
さ
ん
も
団
地

の
絵
（「
昼
の
月
」）
を
描
く
と
き
、
も
し
自
分
が
こ

の
療
養
所
に
い
な
か
っ
た
ら
…
…
、
と
思
い
な
が
ら

描
い
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近
で
は

ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
の
研
究
が
盛
ん
で
す
が
、
原

義
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
べ
つ
に
障
害
者
の
絵
と
い
う

意
味
は
ぜ
ん
ぜ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
的
な
絵
の
教

育
を
受
け
て
い
な
い
人
た
ち
の
残
し
た
作
品
と
い
う

こ
と
で
い
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
金
陽
会
の
作
品
が
そ

う
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
作
品
は
こ
れ
ま

で
見
過
ご
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
の
療
養

所
の
方
た
ち
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
も
あ
り
、
そ
う

い
う
意
味
で
は
お
そ
ら
く
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
・

ア
ー
ト
っ
て
何
だ
ろ
う
と
い
う
、
枠
組
み
自
体
も
揺

る
が
す
よ
う
な
作
品
群
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

参
加
者
５
─
最
初
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
中
原
繁

敏
さ
ん
の
「
鎖
」［fig.

⑫
］
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
。

最
初
は
絵
だ
け
見
て
、
猫
に
ぱ
っ
と
目
が
い
っ
て
、

小
屋
が
あ
っ
て
、
右
の
方
が
ち
ょ
っ
と
明
る
く
て
、

そ
れ
が
朝
焼
け
な
の
か
夕
焼
け
な
の
か
ち
ょ
っ
と
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
、
た
ぶ
ん
太
陽
の
光
な
の
か
な
と

か
、
緑
に
囲
ま
れ
て
い
る
、
と
思
い
し
た
。
で
、
タ

イ
ト
ル
を
ぱ
っ
と
見
た
と
き
、
あ
っ
「
鎖
」
っ
て
書

い
て
あ
る
。
鎖
な
ん
て
あ
っ
た
っ
け
、
と
、
よ
く
よ

く
見
た
ら
、
小
屋
の
真
ん
中
に
鎖
が
あ
っ
て
。
し
か

も
扉
が
固
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
、
下
の
黒
い
し
み
み

た
い
な
の
は
血
な
の
か
な
と
思
っ
た
り
し
た
と
き
に
、

す
ご
く
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
か
。

　

今
日
の
話
で
、
こ
れ
が
閉
じ
込
め
る
た
め
の
場
所

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ら
た
め
て
お
聞
き
し
て
、

す
ご
く
そ
れ
が
衝
撃
的
だ
っ
た
。
今
回
の
作
品
全
体

を
見
た
と
き
に
、
色
彩
が
す
ご
く
明
る
い
絵
が
多
い

と
感
じ
た
の
で
す
が
、
こ
の
絵
だ
け
暗
い
色
調
で
、

で
も
完
全
に
暗
く
な
り
き
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

と
感
じ
た
り
も
し
て
、
視
点
が
鋭
い
感
じ
が
す
ご
く

印
象
に
残
り
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
ら
い
予
防
法
が

廃
止
さ
れ
た
後
に
描
か
れ
た
作
品
と
い
う
こ
と
で
し

た
が
、
望
郷
の
思
い
で
描
か
れ
た
作
品
も
そ
う
だ
と

思
い
ま
す
が
、
自
分
が
か
つ
て
そ
こ
に
い
た
け
れ
ど

今
は
い
な
い
、
け
れ
ど
そ
れ
を
描
く
と
い
う
そ
の
距

離
感
が
、
皆
さ
ん
の
絵
を
描
く
動
機
に
な
っ
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
、
そ
の
点
も
す
ご
く
印
象
的
で
し
た
。

木
村
─
地
元
の
熊
本
で
は
作
品
の
里
帰
り
と
い
う
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
も
中
心
的
メ
ン
バ
ー
の
作
品
を
故

郷
の
奄
美
大
島
や
天
草
な
ど
に
戻
し
て
、
故
郷
の
人

た
ち
に
見
て
も
ら
う
企
画
展
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
人
は
も
う
二
度
と
帰
れ
ず
に
隔
離
施
設
の
中
で
無

念
の
思
い
で
亡
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
ぜ
ひ
地
元
の

人
た
ち
に
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
、
と
、
そ
う

い
う
思
い
で
す
ね
。

　

先
ほ
ど
の
大
山
（
大
川
）
さ
ん
の
「
奄
美
風
景
」

［fig.

④
］
と
い
う
故
郷
の
海
の
絵
は
、
非
常
に
抽
象
的

な
絵
に
見
え
ま
す
が
、
地
元
で
は
ど
こ
そ
こ
の
、
ど

の
場
所
か
ら
見
た
風
景
だ
と
特
定
で
き
る
そ
う
で
す
。

写
真
を
見
て
描
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
見
ふ
に
ゃ

ふ
に
ゃ
っ
と
し
た
絵
に
見
え
ま
す
が
、
じ
つ
は
非
常

に
特
徴
の
あ
る
場
所
を
描
い
て
い
て
、
奄
美
大
島
の

ど
こ
か
が
、
わ
り
と
は
っ
き
り
特
定
で
き
る
。
大
山

さ
ん
の
テ
ー
マ
は
ぜ
ん
ぶ
奄
美
大
島
で
す
か
ら
、
本

当
に
、
家
族
や
故
郷
を
思
い
な
が
ら
描
か
れ
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。

　

今
回
、
事
前
に
は
ほ
か
の
情
報
を
遮
断
し
て
、
絵

だ
け
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
る
で
目
隠
し
し

て
ど
こ
か
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
ぱ
っ
と
目
隠
し
を
外

し
て
そ
こ
で
目
に
入
る
風
景
だ
け
を
目
に
し
て
何
が

わ
か
る
か
、
何
を
感
じ
る
か
話
し
て
み
よ
う
、
と
い

う
よ
う
な
方
法
で
す
。
私
の
話
と
は
か
な
り
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
初
に
ご
覧
に

な
っ
た
印
象
と
、
私
の
話
を
聞
い
た
後
と
…
…
、
ど

ん
な
感
想
を
お
も
ち
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

事
務
局
─
前
提
条
件
を
様
々
説
明
し
た
後
で
見
て
く

だ
さ
い
と
い
う
よ
り
は
、
ま
ず
は
見
て
く
だ
さ
い
と

い
う
方
が
、
私
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
試
み
だ
と
思

い
ま
し
た
。

木
村
─
本
当
に
そ
う
で
す
。
企
画
展
に
は
一
万
人
を

超
え
る
来
場
者
が
あ
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
絵
を

見
た
い
か
ら
来
て
く
れ
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
は

人
権
学
習
を
す
る
場
所
で
す
が
、
絵
を
見
る
こ
と
を

と
お
し
て
、
非
常
に
幅
広
い
層
の
人
た
ち
に
た
く
さ

ん
来
て
い
た
だ
い
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。
来
場
者
も

先
入
観
な
く
来
ら
れ
て
、
絵
を
見
て
ま
ず
び
っ
く
り

し
て
、
常
設
展
で
ハ
ン
セ
ン
病
の
こ
と
を
知
っ
て
二

度
驚
く
と
い
う
よ
う
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う

で
す
。

事
務
局
─
私
も
感
想
を
、
い
い
で
し
ょ
う
か
。
木
下

さ
ん
の
赤
い
子
ど
も
た
ち
が
並
ぶ
「
遠
足
」［fig.

⑨
］

の
絵
は
、
あ
と
で
緑
を
塗
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
少
な

く
し
て
い
っ
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
人
だ
け
一
人

ぼ
っ
ち
な
の
が
す
ご
い
気
に
な
っ
て
。
こ
の
人
だ
け

意
図
的
に
一
人
に
し
た
の
か
な
、
と
。

木
村
─
「
一
糸
乱
れ
な
い
行
進
は
お
か
し
い
」
と
吉

山
さ
ん
に
指
摘
さ
れ
て
、
後
で
考
え
な
が
ら
人
数
を

減
ら
し
て
い
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
先
生
は
見
て
い
る
け

れ
ど
、
列
を
は
み
出
す
子
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
友
達

と
の
話
に
興
じ
て
列
を
乱
す
子
も
い
る
だ
ろ
う
し

…
…
。  

事
務
局
─
木
下
さ
ん
は
赤
が
お
好
き
な
ん
で
す
か
ね
。

「
集
団
脱
走
」［fig.

⑧
］
の
人
た
ち
の
着
て
い
る
服
も

赤
で
し
た
。

木
村
─
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。  

事
務
局
─
「
家
族
」［fig.

⑩
］
の
絵
に
は
自
分
は
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
こ
の
列
に
自
分
は
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

木
村
─
ど
う
で
し
ょ
う
。
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
私

に
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、
想
像
し
て
み
る
し
か
な
い

で
す
よ
ね
。
一
人
ぼ
っ
ち
の
人
は
誰
か
、
あ
る
い
は

そ
こ
ま
で
の
意
味
は
な
い
の
か
。
た
だ
こ
の
「
遠

足
」
と
い
う
作
品
も
、
何
か
他
の
展
覧
会
の
メ
イ
ン

ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
選
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
、
人
気
の
あ

る
作
品
で
す
。

参
加
者
６
─
最
初
に
気
に
な
っ
た
の
は
「
昼
の
月
」

［fig.

⑲
］
で
す
。
私
は
ハ
ン
セ
ン
病
の
こ
と
を
少
し

知
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
家
族
を
描
い
た
こ
と
、
昼

間
に
は
見
上
げ
な
い
月
が
た
だ
そ
こ
に
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
後
ろ
の
街
か
ら
光
が
出
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
こ
と
な
ど
に
、
連
な
っ
て
い
く
人
の
暮
ら
し
と
、

誰
も
見
上
げ
な
い
け
れ
ど
そ
こ
に
あ
る
月
が
対
比
的

に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

さ
っ
き
皆
さ
ん
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
「
遠
足
」
や

「
家
族
」
は
、
美
術
を
習
っ
た
こ
と
が
な
い
人
が
、
自

分
の
記
憶
と
い
う
か
自
分
の
視
線
で
、
遠
足
で
み
ん

な
が
ワ
イ
ワ
イ
し
て
い
る
姿
や
家
族
を
描
い
て
い
ま

す
。
美
術
を
習
っ
て
い
る
と
三
人
称
の
視
点
に
な
っ

て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
思
い
出
し
な
が
ら
描
く
と
、

自
分
の
記
憶
と
し
て
感
じ
て
い
た
楽
し
さ
と
み
ん
な

が
歩
い
た
道
が
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
重
な
っ
て

い
っ
て
、
彼
か
ら
見
た
世
界
が
あ
あ
い
う
絵
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。
さ
っ
き
の
「
集
団
脱
走
」
の
防
火

水
槽
に
映
る
空
も
、
彼
が
見
て
、
き
れ
い
だ
と
感
じ

た
空
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

同
じ
よ
う
に
静
物
画
を
描
い
て
い
る
方
で
、
コ
ッ

プ
を
一
つ
描
い
て
、
そ
こ
に
自
分
が
い
な
い
こ
と
を

表
す
人
が
い
ま
す
が
、
木
下
さ
ん
は
む
し
ろ
自
分
が

そ
こ
に
あ
た
り
ま
え
に
い
て
、
自
分
が
家
族
を
見
た

風
景
を
描
か
れ
て
い
る
の
か
な
、
と
思
い
ま
す
。
記

憶
で
描
く
こ
と
や
時
間
を
重
ね
る
こ
と
が
、
施
設
の

中
で
は
や
は
り
違
っ
て
い
て
、
山
の
絵
も
、
そ
こ
に

は
あ
た
り
ま
え
に
朝
と
夜
の
光
景
が
す
べ
て
重
な
っ

て
山
だ
と
い
う
、
時
間
や
も
の
の
見
え
方
が
す
ご
く

濃
縮
さ
れ
て
い
る
。
絵
を
見
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
、
お
話
を
聞
い
て
よ
か
っ
た
な
と
思
い

ま
す
。

参
加
者
７
─
私
は
、
奥
井
紀
子
さ
ん
の
「
朝
の
風

景
」［fig.

⑦
］
を
選
び
ま
し
た
。
す
っ
き
り
し
た
静
か

な
、
朝
の
雰
囲
気
が
い
い
な
ぁ
と
思
っ
て
。
そ
れ
が
、

自
分
の
実
家
か
ら
見
え
る
空
と
山
の
朝
の
色
に
似
て

い
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
親
近
感
が
わ
い
た
ん
で
す
ね
。

で
も
よ
く
そ
の
絵
を
見
て
い
る
と
、
鳥
の
目
の
下
が

ち
ょ
っ
と
だ
け
黒
く
滲
ん
で
い
て
、
塗
っ
た
絵
の
具

が
ち
ょ
っ
と
垂
れ
た
の
か
な
と
も
思
い
ま
し
た
が
、

も
し
こ
れ
が
意
図
的
な
も
の
だ
っ
た
ら
、
鳥
が
悲
し

そ
う
に
見
え
て
き
て
…
…
。
右
上
に
は
太
陽
が
大
き

く
ビ
カ
ビ
カ
光
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
鳥
は
ち
ょ
っ
と

悲
し
い
け
れ
ど
そ
の
空
を
、
羽
を
広
げ
て
飛
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
て
、
ま
た
そ
れ
も
い
い
な
、
と
。
最

終
的
に
は
、
作
者
が
鳥
に
自
分
を
重
ね
て
い
る
の
か

な
ぁ
と
も
思
え
て
、
お
気
に
入
り
の
絵
に
な
り
ま
し

た
。

木
村
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
枚
の
絵
が
皆

さ
ん
に
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と

に
、
今
日
私
は
、「
絵
の
力
」
を
教
え
ら
れ
た
気
が
し

ま
す
。
紀
子
さ
ん
は
部
屋
に
こ
も
っ
て
本
当
に
小
さ

な
サ
イ
ズ
の
絵
を
描
い
て
い
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
外
の
風
景
を
描
く
こ
と
も

あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
絵
を
選
ぶ
と
き
に
気
が
つ
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
参
加
者
7
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た
鳥

の
意
味
。
ら
い
予
防
法
撤
廃
以
前
の
療
養
所
で
は
、

外
に
出
る
と
、
中
原
さ
ん
が
描
い
た
よ
う
な
監
禁
室

に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
自
由
に
飛
び
ま

わ
る
鳥
は
、
た
だ
の
鳥
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

　

金
陽
会
の
絵
は
、
何
点
か
資
料
館
で
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
例
え
ば
ロ
ビ
ー
に
は
入
江
章
子
さ
ん
の

別
の
作
品
が
か
か
っ
て
い
た
り
、
奥
井
喜
美
直
さ
ん

の
大
き
な
絵
は
、
今
ち
ょ
う
ど
常
設
展
に
出
て
い
ま

す
。
作
品
を
直
接
ご
覧
に
な
る
と
、
ま
た
印
象
や
感

想
も
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
紹
介
し
た
以

外
の
作
品
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
コ
ロ
ナ
禍

で
事
前
予
約
制
で
す
が
、
そ
れ
も
い
ず
れ
解
除
さ
れ

る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ま
た
資
料
館
へ
足
を
お

運
び
く
だ
さ
い
。
今
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。



050
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

051
第

4回
│
分
断
の
な
か
に
つ
な
が
り
を
発
見
す
る
─
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 ｛つ
な
が
り
の
家
｝と

 「旅
地
蔵
」
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ハン
セ
ン
病
療
養
所
の
島
、

大
島
青
松
園
と
の
出
会
い

　

髙
橋
伸
行
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
僕

自
身
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

専
門
は
、
彫
刻
を
出
発
点
と
し
て
い
ま
す
が
、
僕
の

制
作
研
究
は
モ
ノ
を
つ
く
る
と
い
う
よ
り
は
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
関
係
性
を
紡
い
で
い
く
よ
う
な
取
り

組
み
方
を
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
、{

つ
な
が
り
の

家}

と
「
旅
地
蔵
」
と
い
う
二
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
内
容
や
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
う
え
で
感
じ

た
こ
と
、
聞
こ
え
て
き
た
ま
わ
り
の
声
や
関
わ
っ
た

人
た
ち
の
声
な
ど
を
織
り
交
ぜ
て
、
ス
ラ
イ
ド
を
お

見
せ
し
な
が
ら
二
部
構
成
で
お
話
し
し
よ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
ず{

つ
な
が
り
の
家}

と
い
う
、
香
川
県
高
松
市

の
大
島
に
あ
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
、「
大
島
青
松

園
」
で
取
り
組
ん
で
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
お
話
で

す
。
高
松
港
か
ら
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
沖
に
あ
る

大
島
は
、
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
ひ
ょ
う
た
ん
型
の
小

さ
な
島
で
、
こ
の
島
の
ほ
ぼ
全
域
が
療
養
所
に
な
っ

て
い
ま
す
。［fig.

①
］
ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
は
、
皆

さ
ん
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
木
村
哲
也
さ
ん
の

講
演
（
第
三
回
講
演
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
六
日
）

を
聞
か
れ
て
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
ら
い
菌
に

よ
る
慢
性
の
感
染
症
で
、
感
染
力
は
弱
く
、
た
と
え

感
染
し
て
も
自
然
の
免
疫
が
あ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
発
症

す
る
こ
と
が
な
い
病
気
で
す
。

　

昔
は
ら
い
病
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
の
医
師
ア
ル
マ
ウ
ェ
ル
・
ハ
ン
セ
ン
が
ら
い

菌
を
発
見
し
た
こ
と
か
ら
、
ハ
ン
セ
ン
病
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
治
療
せ
ず
放
置
す
る
と
、

末
梢
神
経
の
麻
痺
や
運
動
障
害
な
ど
重
い
後
遺
症
を

残
す
こ
と
が
あ
り
、
と
く
に
手
や
顔
や
足
な
ど
、
衣

服
の
外
に
出
て
い
る
冷
た
い
部
分
が
侵
さ
れ
て
変
形

を
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
昔
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
き
た

病
気
で
す
。
し
か
し
戦
後
間
も
な
く
プ
ロ
ミ
ン
と
い

う
薬
が
日
本
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
、
少
し

ず
つ
治
る
病
気
と
な
り
、
今
現
在
感
染
す
る
人
は
ほ

と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。

　

そ
の
国
立
療
養
所
は
全
国
に
一
三
カ
所
あ
っ
て
、

僕
が
訪
ね
る
大
島
青
松
園
は
そ
の
中
で
唯
一
の
離
島

に
あ
る
療
養
所
で
す
。
今
現
在
の
入
所
者
数
は
正
確

に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
二
〇
二
〇
年
五
月
に
は
四

九
名
の
入
所
者
が
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
ハ
ン
セ
ン

病
は
皆
さ
ん
完
治
さ
れ
て
い
て
、
高
齢
と
後
遺
症
を

ケ
ア
し
な
が
ら
、
穏
や
か
に
こ
の
島
で
暮
ら
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
か
つ
て
の
療
養
所
は
、
患
者
が
無
理

や
り
連
れ
て
こ
ら
れ
た
場
所
で
す
か
ら
、
例
え
ば
東

京
の
東
村
山
市
に
あ
る
「
多
磨
全
生
園
」
で
は
堀
の

遺
構
が
見
つ
か
っ
た
り
、
熊
本
の
「
菊
池
恵
楓
園
」

に
は
今
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
隔
離
壁
が
残
っ
て
い
た

り
と
、
中
と
外
を
隔
て
る
「
壁
」
が
あ
り
ま
し
た
。

大
島
の
場
合
は
周
囲
が
海
で
す
か
ら
、
海
が
隔
離
の

「
壁
」
に
な
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
逃
亡
す
る
に
は

海
を
泳
ぐ
リ
ス
ク
が
あ
っ
て
、
隔
離
政
策
に
と
っ
て

は
非
常
に
都
合
の
い
い
場
所
だ
っ
た
、
と
言
え
ま
す
。

　

大
島
へ
は
一
般
航
路
で
は
な
く
、
療
養
所
が
運
営

す
る
官
用
船
と
呼
ば
れ
る
船
で
、
北
へ
二
〇
〜
三
〇

分
か
け
て
渡
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
島
の
桟
橋
に
着

く
と
美
し
い
砂
浜
が
あ
り
、
奥
に
仏
塔
が
見
え
ま
す
。

こ
れ
が
納
骨
堂
で
す
。
そ
こ
か
ら
左
へ
視
線
を
移
す

と
、
三
角
屋
根
の
小
さ
な
建
物
が
見
え
ま
す
。
こ
れ

が
火
葬
場
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
島
そ
の
も
の
が
、
亡

く
な
る
ま
で
出
ら
れ
な
い
終
生
隔
離
を
体
現
し
て
い

る
ん
で
す
ね
。
療
養
し
て
こ
こ
か
ら
出
る
、
と
い
う

こ
と
は
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
風
景

を
み
る
と
明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
療
養
所
に
は
、

家
族
と
縁
を
切
っ
て
、
あ
る
い
は
す
で
に
死
ん
だ
こ

と
に
な
っ
て
い
て
、
も
う
二
度
と
故ふ
る
さ
と郷

へ
帰
れ
な
い

人
も
い
て
、
亡
く
な
っ
た
あ
と
は
、
こ
の
納
骨
堂
に

入
る
方
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

僕
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
こ
の
大
島
に
行
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
い
ろ
ん
な
病
院
で

ア
ー
ト
を
展
開
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
手
が
け
て
き

ま
し
た
。
昨
今
で
は
、
全
国
各
地
で
様
々
な
芸
術
祭

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
、
二
〇
一
〇
年

か
ら
三
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
を

舞
台
に
、
島
を
巡
り
な
が
ら
ア
ー
ト
を
楽
し
む
「
瀬

戸
内
国
際
芸
術
祭
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
芸
術
祭
が

計
画
さ
れ
た
頃
に
総
合
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
北
川
フ
ラ

ム
さ
ん
か
ら
、「
芸
術
祭
で
は
こ
の
大
島
は
外
せ
な

い
。
本
当
に
大
切
に
し
た
い
島
な
ん
だ
」
と
相
談
を

受
け
、
と
に
か
く
島
に
行
っ
て
み
て
ほ
し
い
、
と
言

わ
れ
ま
し
た
。

　

僕
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
依
頼
さ
れ
る
と
き
に
は
、

作
品
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
か
こ
う
し
て
ほ
し
い
と

い
う
具
体
的
な
要
望
が
な
い
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。

で
、
療
養
所
の
こ
と
も
よ
く
知
ら
な
い
ま
ま
、
月
に

一
回
ほ
ど
大
島
に
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
初

は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
入
所
者
の
方
々
と
お
会
い
す
る

機
会
も
な
く
、
戸
惑
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
と
に
か

く
島
の
な
か
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
ま
し
た
。
一
年
く
ら

い
す
る
と
通
り
が
か
り
の
入
所
者
の
方
々
に
挨
拶
す

る
く
ら
い
に
な
っ
て
、
今
ち
ょ
う
ど
ス
ラ
イ
ド
で
お

見
せ
し
て
い
る
こ
の
野
村
宏
さ
ん
が
、「
あ
ん
た
、
最

近
よ
く
顔
を
見
る
な
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。

療
養
所
の
こ
と
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
何
度
も

来
て
い
る
ん
で
す
と
話
す
と
、
よ
か
っ
た
ら
今
度
一

緒
に
お
酒
を
飲
も
う
か
と
誘
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

［fig.

②
］

　

僕
は
愛
知
県
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
愛
知
の
お
い

し
い
お
酒
を
も
っ
て
、
次
の
月
に
野
村
さ
ん
の
お
宅

に
上
が
ら
せ
て
も
ら
っ
て
、
一
緒
に
お
酒
を
酌
み
交

わ
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
お
宅
や
通
り
が
か
り

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
ま
つ
わ

る
様
々
な
差
別
の
体
験
を
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

結
婚
は
認
め
ら
れ
て
も
男
性
は
断
種
手
術
を
強
制
さ

れ
た
り
、
赤
ち
ゃ
ん
が
で
き
て
も
堕
胎
さ
せ
ら
れ
た

り
と
い
っ
た
入
所
者
の
方
々
の
つ
ら
い
経
験
を
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
な
く
世
間
話
の
中
で
ふ
と
伝
え
ら

れ
る
よ
う
な
関
係
に
、
少
し
ず
つ
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
う
い
う
中
で
僕
な
り
に
こ
こ
と
関
わ
り
を
も

ち
な
が
ら
何
が
で
き
る
の
か
、
ず
っ
と
問
い
つ
づ
け

て
い
た
の
で
す
が
、
一
年
く
ら
い
経
っ
て
、
自
ら
何

か
を
つ
く
り
た
い
と
か
、
自
分
が
大
島
を
題
材
に
何

を
す
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
島
の
こ
と
、

こ
こ
で
生
き
抜
い
て
こ
ら
れ
た
方
々
の
こ
と
を
外
に

伝
え
ら
れ
た
ら
い
い
な
、
と
、
そ
ん
な
想
い
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

来
島
の
機
会
を
プ
ロ
デュー
ス
す
る
、

{

つ
な
が
り
の
家}

プ
ロ
ジェク
ト

　

入
所
者
の
皆
さ
ん
も
、
お
酒
が
入
る
と
だ
い
ぶ
場

が
和
ら
ぐ
と
言
う
か
（
笑
）、
い
ろ
ん
な
お
話
を
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
大
野
安
長
さ
ん
は
、
自
分
の

ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
ふ
わ
っ
と
お
話
さ
れ
た
り
と

か
…
…
。
入
所
さ
れ
た
方
の
多
く
は
出
自
を
た
ど
ら

れ
る
の
が
怖
く
て
、
入
所
時
に
本
名
を
捨
て
て
、
園

名
（
療
養
所
で
の
名
前
）
を
名
乗
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。［fig.

③
］
そ
う
い
う
話
を
う
か
が
う
こ
と
も
、
少

し
ず
つ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
入
所
者
の
皆
さ
ん

は
、
僕
が
ま
っ
た
く
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど

の
体
験
を
さ
れ
て
い
て
、
そ
う
い
う
お
話
を
う
か
が

う
こ
と
で
、
自
分
の
な
か
に
皆
さ
ん
の
記
憶
の
断
片

が
、
わ
か
ら
な
い
ま
で
も
少
し
ず
つ
染
み
込
ん
で
く

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。

　

入
所
者
が
住
ま
わ
れ
て
い
た
お
宅
（
寮
室
）
は
、

そ
の
人
が
亡
く
な
る
と
、
一
度
に
が
さ
っ
と
荷
物
が

な
く
な
る
そ
う
で
す
。
そ
の
人
の
人
生
が
終
わ
る
と

と
も
に
、
ス
パ
ッ
と
捨
て
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
、

非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
残
響
も
な
く
、

本
当
に
ポ
ン
と
静
ま
り
か
え
っ
て
し
ま
う
。
心
が
大

レ
ク
チ
ャ
ー
編
│
第
四
回
│
二
〇
二
一
年
一
二
月
七
日
（
金
曜
日
）
一
九

：

〇
〇
─
二
一

：

〇
〇

分
断
の
な
か
に
つ
な
が
り
を
発
見
す
る 

│
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト{

つ
な
が
り
の
家}

と
「
旅
地
蔵
」

髙
橋
伸
行
─
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
愛
知
県
立
芸
術
大
学
教
授

髙
橋
伸
行
（
た
か
は
し
・
の
ぶ
ゆ
き
）

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
愛
知
県
立
芸
術

大
学
教
授
。
二
〇
〇
二
年
か
ら

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
「
や
さ
し

い
美
術
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
開
始

し
、
大
地
の
芸
術
祭
、
瀬
戸
内
国

際
芸
術
祭
な
ど
に
参
加
。
愛
知
県

厚
生
連
足
助
病
院
、
新
潟
県
立
十

日
町
病
院
、
国
立
療
養
所
大
島
青

松
園
な
ど
を
舞
台
に
ア
ー
ト
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
。
青
松
園
で
の

取
り
組
み{

つ
な
が
り
の
家}

で
、

二
〇
一
三
年
度
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン

賞
を
受
賞
。
二
〇
一
五
年
に
は
水

と
土
の
芸
術
祭
に
参
加
し
、「
旅

地
蔵
│
阿
賀
を
ゆ
く
│
」
を
発
表
。

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト{
つ
な
が
り
の
家}

1.

fig.①：空撮画像（自治会提供）

fig.②：野村宏さん春美さんご夫妻とfig.③：大野安長さんの手
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レ
ク
チ
ャ
ー
編

き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
体
験
で
し
た
。
僕
自
身
が
そ
う

だ
っ
た
よ
う
に
、
何
度
も
こ
の
島
に
来
て
み
た
い
、

も
っ
と
知
り
た
い
、
も
っ
と
入
所
者
の
皆
さ
ん
と
話

を
し
て
み
た
い
、
と
、
そ
う
思
え
る
島
、
何
度
も
訪

れ
た
い
島
に
な
っ
た
ら
い
い
な
、
と
、
強
く
思
い
ま

し
た
。［fig.

④
］

　

入
所
者
の
皆
さ
ん
か
ら
聞
く
話
も
、
本
当
に
一
人

ひ
と
り
様
々
で
、
と
て
も
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
い
う

ひ
と
つ
の
容
れ
物
に
収
ま
る
よ
う
な
話
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
が
こ
こ
で
生
き
て
き
た
こ
と
が
、

お
話
を
聞
く
こ
と
で
伝
わ
っ
て
く
る
。
で
も
そ
れ
は

島
の
外
に
は
ぜ
ん
ぜ
ん
伝
わ
っ
て
い
か
な
い
し
、
触

れ
る
機
会
も
な
い
。
こ
の
現
状
を
ど
う
に
か
し
た
い

と
い
う
想
い
が
、
僕
の
な
か
に
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
い
て

き
ま
し
た
。
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
ら
い
予
防

法
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
、
島
に
は
自
由
に
入
れ
る
の

に
、
ほ
と
ん
ど
人
が
来
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
瀬
戸

内
国
際
芸
術
祭
で
は
、
こ
の
島
も
会
場
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
多
く
の
ひ
と
び
と
が
訪
れ
る
。
そ
の
こ
と
を

僕
な
り
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
あ
る
女
性
の
入
所
者
に
話
を
聞
き
に
行

き
ま
し
た
。
彼
女
は
、
故
郷
で
は
亡
く
な
っ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
こ
の
世
に
は
も
う
い
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

島
の
外
か
ら
人
が
来
る
と
、
部
屋
の
外
に
は
出
た
く

な
い
、
と
も
言
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
女
に
、
芸
術
祭

で
目
的
も
な
く
、
ふ
わ
り
と
人
が
や
っ
て
来
る
よ
う

に
な
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
思
う
か
尋
ね
る
と
、
島
に

人
が
来
て
く
れ
る
の
は
と
て
も
嬉
し
い
、
そ
ん
な
ふ

う
に
自
然
に
人
が
来
て
く
れ
る
の
は
素
敵
な
こ
と
で
、

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
と
お
っ
し
ゃ
る
。
人
が
来
て
も

自
分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
知
ら
れ
た
く
な
い
、
部

屋
の
外
に
も
出
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
た
彼
女
が
、

島
が
開
か
れ
る
の
は
い
い
こ
と
だ
、
と
言
っ
て
く
れ

た
。
そ
れ
は
僕
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
う
え
で
、

す
ご
く
大
き
な
推
進
力
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
大
島
の
療
養
所
は
建
物
も
建
て
替
え
ら
れ
、

き
れ
い
に
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。［fig.

⑤
］
島
の
中

心
か
ら
北
側
に
は
入
所
者
の
皆
さ
ん
が
住
ま
わ
れ
て

い
て
、
と
く
に
「
北
海
道
地
区
」
と
呼
ば
れ
る
茶
色

い
屋
根
の
建
物
群
は
、
か
つ
て
は
入
所
者
が
い
ち
ば

ん
集
中
し
て
暮
ら
し
て
い
た
場
所
で
し
た
。
そ
し
て

島
の
南
側
に
は
職
員
が
暮
ら
し
て
い
て
、
か
つ
て
こ

の
二
カ
所
は
「
有
毒
線
」
で
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

僕
は
で
き
る
限
り
こ
の
北
に
あ
る
入
所
者
の
皆
さ
ん

が
暮
ら
し
て
き
た
場
所
に
、
様
々
な
取
り
組
み
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　

二
〇
一
〇
年
の
芸
術
祭
は
、
模
式
図
に
す
る
と
こ

ん
な
感
じ
で
す
。［fig.

⑥
］
ま
ず
真
ん
中
に
、
こ
の
島

を
案
内
し
て
ど
ん
な
島
か
を
知
っ
て
も
ら
う
「
ガ
イ

ド
ツ
ア
ー
」
を
置
き
ま
し
た
。
そ
の
右
側
の

「G
A

LLERY
15

」
は
、
こ
の
島
で
暮
ら
し
て
き
た

人
た
ち
の
生
活
用
具
な
ど
を
集
め
て
き
て
、
こ
の
島

で
生
き
て
き
た
証
を
展
示
・
表
現
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー

で
す
。
左
側
に
は
、
来
訪
者
も
入
所
者
も
職
員
も
、

誰
が
訪
れ
て
も
い
い
空
間
「
カ
フ
ェ
・
シ
ヨ
ル
」［fig.

⑦
］
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
の
三
本
の
柱
が
、
互
い

に
連
携
し
循
環
し
て
い
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
し
よ
う

と
考
え
た
わ
け
で
す
。
二
〇
〇
七
年
か
ら
僕
が
こ
の

島
に
通
い
つ
づ
け
る
中
で
、
何
度
も
足
を
運
び
、
皆

さ
ん
の
間
を
訪
ね
、
お
話
を
聞
き
た
く
な
っ
た
、
そ

う
い
う
自
分
の
興
味
が
深
ま
り
、
自
分
自
身
を
映
し

出
し
て
く
れ
る
鏡
の
よ
う
な
こ
の
島
に
、
何
度
も
来

て
ほ
し
い
と
い
う
僕
の
思
い
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
根
っ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

カ
フ
ェ
・
シ
ヨ
ル
は
、
療
養
所
を
訪
れ
た
人
が
入

所
者
と
面
会
し
た
り
宿
泊
し
た
場
所
を
、
自
分
た
ち

で
漆
喰
を
塗
る
な
ど
し
て
改
装
し
ま
し
た
。
器
を
見

て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
器
も
自
分
た
ち
で
つ
く
り

ま
し
た
。
大
島
の
土
で
焼
き
物
を
つ
く
ろ
う
と
一
年

前
か
ら
準
備
を
始
め
、
大
島
で
掘
っ
た
土
を
砕
き
、

ふ
る
い
に
か
け
て
精
製
し
ま
す
。
そ
の
土
で
器
を
つ

く
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
行
い
ま
し
た
。［fig.

⑧
］

声
が
け
し
て
い
ろ
ん
な
人
を
巻
き
込
ん
で
つ
く
り
ま

し
た
。
そ
し
て
食
材
は
、
こ
の
島
で
採
れ
る
も
の
を

使
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
野
村
さ
ん
が
育
て
て
い

る
柑
橘
類
も
使
い
ま
す
。
そ
れ
を
ジ
ャ
ム
や
ピ
ー
ル

に
加
工
し
た
り
、
ク
ッ
キ
ー
に
練
り
込
ん
で
焼
い
た

り
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
行
い
ま
し
た
。
ま
だ
カ

フ
ェ
の
開
店
前
の
段
階
で
、
女
性
の
入
所
者
を
招
い

て
お
茶
会
と
い
う
か
試
食
会
を
開
い
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
島
で
採
れ
る
も
の
を
食
べ
、［fig.

⑨
］入
所
者

の
話
を
聞
く
…
…
。
そ
う
い
う
場
が
、
ま
さ
に
カ

フ
ェ
で
や
り
た
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
隔
離
政
策
の

頃
は
、
入
所
者
が
出
し
た
お
茶
や
食
べ
物
に
な
か
な

か
手
を
つ
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
で
も

こ
こ
で
は
、
島
で
採
れ
た
も
の
や
、
入
所
者
が
手
塩

に
か
け
て
育
て
た
野
菜
や
果
物
を
味
わ
い
、
入
所
者

が
来
訪
者
と
同
じ
空
間
に
い
て
、
話
を
し
て
も
い
い

し
し
な
く
て
も
い
い
、
そ
う
い
う
場
所
を
つ
く
り
出

そ
う
と
し
た
。
カ
フ
ェ
は
自
然
に
人
が
集
い
や
す
い

し
、
入
所
者
も
気
兼
ね
な
く
訪
れ
や
す
い
。
形
式

張
っ
た
証
言
を
得
る
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
お
茶
を

飲
み
に
来
る
だ
け
で
も
い
い
し
、
自
然
に
会
話
が
始

ま
れ
ば
、
つ
な
が
り
が
ど
ん
ど
ん
つ
く
り
出
さ
れ
て

い
く
わ
け
で
す
。［fig.

⑩
］

　

入
所
者
に
会
え
る
機
会
が
あ
り
、
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
島
の
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
す
し
、

入
所
者
の
皆
さ
ん
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
こ
の
島
で
暮

ら
し
て
き
た
の
か
も
、
こ
こ
で
ど
ん
な
こ
と
が
起
き

て
い
た
の
か
も
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
そ

の
、
わ
か
っ
て
い
く
こ
と
が
、
次
は
ど
う
伝
え
て
い

く
か
に
変
わ
っ
て
い
く
。
入
所
者
の
皆
さ
ん
も
誰
か

に
語
る
経
験
を
と
お
し
て
、
伝
え
た
い
こ
と
が
見
え

て
く
る
し
、
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
で
ガ
イ
ド
を
す
る
僕
た

ち
も
、
取
材
と
同
時
に
、
そ
の
伝
え
方
に
つ
い
て
入

所
者
の
皆
さ
ん
と
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
、
ガ
イ
ド

と
し
て
育
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
初
め
て
芸
術

祭
で
お
客
さ
ん
と
し
て
来
た
方
が
、
後
ろ
髪
を
引
か

れ
る
よ
う
に
し
て
帰
っ
て
い
き
、
ま
た
来
ま
し
た
、

次
も
来
ま
す
、
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
ガ
イ
ド
に

な
っ
た
人
が
、
何
人
も
い
ま
す
。

プ
ロ
ジェク
ト
実
現
の
た
め
に

超
え
て
き
た
「
壁
」

　

芸
術
祭
が
始
ま
る
前
、
僕
は
「
芸
術
祭
が
始
ま
っ

た
ら
、
絶
対
人
が
来
ま
す
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
、

入
所
者
の
皆
さ
ん
は
「
来
る
わ
け
な
い
だ
ろ
う
」
と

か
、「
こ
の
島
に
は
何
も
見
せ
る
も
の
は
な
い
」
と

口
々
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
い
ざ
二
〇

一
〇
年
に
芸
術
祭
が
始
ま
る
と
、
こ
の
脇
林
清
さ
ん

の
よ
う
に
、
来
場
者
に
積
極
的
に
語
り
か
け
る
入
所

者
も
出
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
入
所
者
の
皆
さ
ん

が
す
べ
て
そ
う
な
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
、
芸
術
祭

の
来
場
者
に
と
っ
て
は
ツ
ア
ー
や
展
示
、
カ
フ
ェ
で

の
飲
食
だ
け
で
は
な
く
、
入
所
者
か
ら
直
接
話
が
聞

け
る
こ
と
は
、
何
に
も
替
え
が
た
い
経
験
だ
と
思
い

ま
す
。

　

島
に
船
が
着
く
時
間
は
、
入
所
者
で
あ
れ
ば
皆

知
っ
て
い
ま
す
。
船
が
着
い
て
来
場
者
が
歩
い
て
く

る
頃
を
見
計
ら
っ
て
散
歩
に
出
て
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ

く
「
あ
あ
、
ど
う
も
。
こ
ん
に
ち
は
」
と
出
会
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
そ
こ
で
立
ち
話
す
る
。
そ
ん
な
、
確
信
犯

的
に
お
客
さ
ん
を
待
つ
か
わ
い
ら
し
い
入
所
者
も
い

fig.④

fig.⑤：1936年築、雲井寮からの眺望（自治
会提供）（上）と現在の眺望（下）

fig.⑦：カフェ・シヨル、カフェ内の交流（右）

fig.⑥

fig.⑨：野村宏さんと甘夏を収穫

fig.⑩：カフェ開店前の試食会

fig.⑧：大島の土を練る様子



055

054
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
4回
│
分
断
の
な
か
に
つ
な
が
り
を
発
見
す
る
─
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 ｛つ
な
が
り
の
家
｝と

 「旅
地
蔵
」

レ
ク
チ
ャ
ー
編

た
り
し
て
、
一
般
公
開
が
始
ま
っ
て
み
る
と
誰
も
来

な
い
な
ん
て
こ
と
は
な
く
て
、
少
し
ず
つ
だ
け
れ
ど

確
実
に
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
循
環
も
で
き
て
い
き
ま
し

た
。
僕
も
そ
う
で
し
た
か
ら
、
大
島
を
訪
れ
る
彼
ら

彼
女
ら
も
、
こ
の
島
に
何
度
も
来
た
く
な
る
ん
だ
、

と
、
そ
う
い
う
確
信
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
カ
フ
ェ
で
、
ガ
イ
ド
と
来
訪
者
が
語
ら
う

様
子
で
す
。
入
所
者
は
こ
ん
な
ふ
う
に
さ
り
げ
な
く

カ
フ
ェ
に
来
て
お
茶
を
飲
ん
だ
り
、
来
訪
者
と
話
し

た
り
、
た
だ
そ
こ
に
佇
ん
で
い
た
り
、
と
、
そ
う
い

う
空
間
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
友
だ
ち
と
の
待

ち
合
わ
せ
に
カ
フ
ェ
を
使
う
入
所
者
も
い
ま
す
。
そ

の
後
、
入
所
者
が
暮
ら
し
て
い
た
場
所
を
改
装
し
た

「
社
会
交
流
館
」
が
新
し
く
で
き
、
今
は
そ
こ
に
カ

フ
ェ
を
移
し
て
、
月
一
〜
二
回
で
す
が
運
営
を
つ
づ

け
て
い
ま
す
。
こ
の
空
間
は{

つ
な
が
り
の
家}

の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
い
ち
ば
ん
人
が
集
う
場
所
で
も

あ
る
し
、
循
環
を
つ
か
さ
ど
る
場
所
、
人
と
人
を
つ

な
げ
て
い
く
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
が
あ
る
の
で
す

が
、
い
っ
た
ん
こ
の
あ
た
り
で
話
を
切
り
ま
し
ょ
う
。

│
事
務
局
─
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
は
療
養
所
に
行
か
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

私
も
日
本
中
に
あ
る
療
養
所
の
い
く
つ
か
に
う
か

が
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
暖
か
い
と
こ
ろ
の
療

養
所
と
北
の
方
に
あ
る
療
養
所
で
は
、
す
ご
く
雰
囲

気
が
違
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
大
島
で
ミ
カ
ン
を

採
っ
て
食
べ
て
い
る
姿
は
、
と
て
も
い
い
な
と
思
い

ま
し
た
。
何
か
聞
い
て
み
た
い
こ
と
や
、
ご
自
身
の

経
験
な
ど
あ
れ
ば
、
皆
さ
ん
ぜ
ひ
お
話
い
た
だ
け
ま

す
か
。

参
加
者
1
─
そ
の
カ
フ
ェ
は
一
年
を
通
し
て
開
い
て

い
る
の
で
す
か
？　

開
い
て
い
れ
ば
私
た
ち
が
外
部

か
ら
行
く
こ
と
も
で
き
ま
す
か
？　

そ
れ
と
、
ガ
イ

ド
や
カ
フ
ェ
で
働
く
人
は
ど
ん
な
人
た
ち
な
ん
で

し
ょ
う
か
？

髙
橋
─
療
養
所
は
国
立
な
の
で
、
そ
の
中
で
営
業
す

る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
建
物

は
病
院
で
あ
り
病
室
で
す
か
ら
、
そ
の
建
物
で
営
業

す
る
こ
と
も
、
法
律
上
非
常
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

僕
が
カ
フ
ェ
を
提
案
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
療
養
所

を
運
営
し
て
い
る
職
員
の
方
た
ち
や
入
所
者
自
治
会
、

芸
術
祭
の
実
行
委
員
会
の
代
表
者
の
方
々
に
集
ま
っ

て
も
ら
っ
て
一
緒
に
検
討
を
重
ね
ま
し
た
。
営
業
が

難
し
い
な
ら
お
金
を
使
わ
な
い
カ
フ
ェ
に
し
よ
う
と

い
う
ア
イ
デ
ア
も
あ
り
ま
し
た
が
、「
カ
フ
ェ
が

あ
っ
た
ら
（
お
金
を
払
っ
て
）
誰
か
に
ご
馳
走
し
た

い
」
と
、
入
所
者
の
皆
さ
ん
に
反
対
さ
れ
ま
し
た
。

僕
は
そ
れ
が
す
ご
く
嬉
し
か
っ
た
。
で
、
ど
う
し
た

ら
実
現
で
き
る
か
、
職
員
さ
ん
た
ち
が
考
え
て
く
れ

ま
し
た
。

　

芸
術
祭
は
三
年
ご
と
で
、
会
期
中
は
毎
週
土
日
に

カ
フ
ェ
を
開
け
ま
し
た
。
会
期
以
外
は
月
に
一
〜
二

回
開
い
て
い
ま
す
。
い
つ
も
開
い
て
い
る
と
い
い
の

で
す
が
、
そ
れ
も
難
し
い
し
、
島
の
も
の
を
食
べ
て

も
ら
う
と
す
る
と
食
材
も
限
ら
れ
、
準
備
す
る
期
間

も
必
要
で
す
。
運
営
は
、
こ
の{

つ
な
が
り
の
家}

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
中
心
的
に
携
わ
っ
て
い
る
僕
以

外
の
二
人
の
メ
ン
バ
ー
で
始
め
て
、
今
は
「
こ
え
び

隊
」
と
い
う
、
芸
術
祭
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
サ
ポ
ー

タ
ー
の
方
々
が
自
主
的
に
引
き
継
い
で
く
れ
て
い
ま

す
。
お
金
に
関
し
て
言
え
ば
、
本
当
に
ト
ン
ト
ン
と

い
う
か
、
利
潤
が
わ
っ
と
出
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く

て
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
で
い
け
れ
ば
い
い
ね
、

と
い
う
感
じ
で
や
っ
て
い
ま
す
。

　

少
し
話
が
外
れ
ま
す
が
、
瀬
戸
内
に
は
こ
の
大
島

青
松
園
の
他
に
長
島
愛
生
園
と
邑
久
光
明
園
が
あ
り
、

瀬
戸
内
三
園
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
長
島
に
は
「
さ

ざ
な
み
ハ
ウ
ス
」
と
い
う
カ
フ
ェ
が
で
き
て
、
常
時

開
く
理
想
的
な
運
営
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
僕
は
ま
だ

行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
…
…
。

事
務
局
─
私
、
行
き
ま
し
た
。
す
ご
く
素
敵
で
す
。

髙
橋
─
そ
う
で
す
か
。
よ
か
っ
た
、
よ
か
っ
た
。
直

接
関
わ
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
の
で
す
が
、

僕
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
そ
う
い
う
動
き
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る
の
か
な
、
と
。
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち

で
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
い
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

参
加
者
１
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
国
立
の
施

設
だ
か
ら
カ
フ
ェ
営
業
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
、
と
い

う
お
話
に
は
ガ
ー
ン
と
き
ま
し
た
。
そ
う
だ
っ
た
の

か
、
と
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。  

髙
橋
─
と
く
に
大
島
は
離
島
で
す
か
ら
、
島
に
は
船

で
渡
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
船
は
官
用
船
で
、
観
光

に
訪
れ
る
お
客
さ
ん
を
乗
せ
る
よ
う
に
は
で
き
て
い

な
い
と
の
こ
と
で
、
最
初
は
芸
術
祭
の
来
場
者
は
乗

せ
な
い
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
こ
の
交
渉
が
も
の
す

ご
く
大
変
だ
っ
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本
法
な
ど
、

療
養
所
の
入
所
者
の
尊
厳
や
日
常
を
回
復
す
る
法
律

が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
ご
く
最
近
の
こ

と
で
す
。
そ
の
過
程
に
あ
っ
て
、
と
う
ぜ
ん
国
営
の

船
が
お
客
さ
ん
を
乗
せ
て
、
島
と
そ
の
外
を
つ
な
ぐ

役
割
を
担
う
必
要
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
。
そ
う
し

て
丁
寧
に
、
丁
寧
に
、
交
渉
と
い
う
か
相
談
し
な
が

ら
、
い
い
か
た
ち
に
な
る
よ
う
に
つ
く
っ
て
い
っ
た

と
い
う
感
じ
で
す
。

分
断
さ
れ
た
川
を
遡
る
、

と
い
う
プ
ロ
ジェク
ト

　

先
ほ
ど
は
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
の
話
を
し
ま
し
た
。

こ
の
「
旅
地
蔵
」
の
話
は
、
新
潟
県
で
開
催
さ
れ
た

「
水
と
土
の
芸
術
祭
」
で
行
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

す
。「
水
と
土
の
芸
術
祭
」
は
二
〇
一
八
年
で
い
っ

た
ん
終
了
し
、
次
回
が
な
い
状
況
で
す
。
僕
は
二
〇

一
五
年
の
第
三
回
の
参
加
作
家
と
し
て
、
こ
こ
で
も

芸
術
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
か
ら
は
ど
こ
に
ど
う
い
う
作

品
を
つ
く
っ
て
く
れ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
と
に
か

く
来
て
ほ
し
い
と
い
う
話
で
し
た
。

　

こ
の
芸
術
祭
の
サ
ブ
テ
ー
マ
は
新
潟
の
「
潟か
た

」、
い

わ
ゆ
る
湿
地
で
す
ね
。
川
と
海
が
混
ざ
り
合
う
よ
う

な
湿
地
の
部
分
。
新
潟
市
内
は
と
く
に
こ
の
潟
に
覆

わ
れ
、
た
ま
る
水
を
常
に
ポ
ン
プ
で
外
に
出
し
て
い

る
よ
う
な
場
所
な
ん
で
す
ね
。
テ
ー
マ
は
潟
で
し
た

が
僕
が
興
味
を
も
っ
た
の
は
新
潟
水
俣
病
、
潟
で
は

な
く
阿
賀
野
川
に
目
を
向
け
ま
し
た
。
こ
れ
も
芸
術

祭
か
ら
の
要
請
で
は
な
い
で
す
。

　

新
潟
県
が
作
成
し
た
地
図
［fig.

⑪
］
に
は
、
新
潟

水
俣
病
の
認
定
患
者
数
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

地
図
の
上
（
北
）
の
河
口
か
ら
ず
っ
と
遡
る
と
、
上

流
の
紺
色
の
矢
印
の
と
こ
ろ
に
「
旧
昭
和
電
工
鹿
瀬

工
場
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
鹿
瀬
町
に
あ
る

化
学
工
場
か
ら
有
機
水
銀
、
有
毒
な
メ
チ
ル
水
銀
が

垂
れ
流
さ
れ
、
こ
の
川
を
伝
っ
て
、
食
物
連
鎖
で
魚

な
ど
に
濃
縮
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
食
べ
た
ひ
と
び

と
が
水
俣
病
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
水
俣
病

に
つ
い
て
は
相
思
社
の
永
野
三
智
さ
ん
か
ら
お
話
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
の
で
（
第
二
回
講
演
、
二
〇
二

一
年
一
〇
月
八
日
）
そ
こ
は
省
略
し
ま
す
が
、
僕
は

阿
賀
野
川
に
興
味
を
も
っ
て
リ
サ
ー
チ
に
出
か
け
、

自
分
な
り
に
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

鹿
瀬
町
に
は
昭
和
電
工
の
鹿
瀬
工
場
（
現
在

：

新

潟
昭
和
株
式
会
社
）
が
あ
り
、
そ
の
さ
ら
に
上
流
に
、

草
倉
銅
山
と
い
う
銅
山
跡
地
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て

人
が
住
ん
で
い
た
名
残
で
神
社
の
跡
が
あ
り
ま
す
が
、

建
物
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
。［fig.

⑫
］

事
務
局
─
古
い
神
社
な
ん
で
す
か
？

　

そ
う
で
す
ね
、
銅
山
が
開
か
れ
て
い
た
頃
な
の
で

か
な
り
昔
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
一
七
二
九
年
に
鉱

脈
が
見
つ
か
っ
て
、
そ
の
後
栄
え
て
い
っ
た
そ
う
で

す
。
今
は
も
う
完
全
に
廃
村
に
な
っ
て
い
て
、
と
う

ぜ
ん
人
も
住
ん
で
い
な
い
し
、
何
も
な
い
状
態
で
す
。

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
鉱
山
だ
っ
た
名
残
が
残
っ
て
い
て
、

僕
は
こ
こ
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
気
に
入
っ
た
。
こ
の
写

真
［fig.

⑬
］
を
見
て
、
皆
さ
ん
は
ど
こ
を
気
に
入
っ

た
の
か
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

機
会
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
行
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
冬

は
雪
で
、
な
か
な
か
林
道
ま
で
行
け
な
い
の
で
す
が

…
…
。

　

こ
の
鉱
山
跡
地
に
は
無
縁
仏
と
い
う
か
、
お
参
り

す
る
方
も
い
な
い
お
墓
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
に

来
た
と
き
僕
は
ぜ
ん
ぜ
ん
嫌
な
気
が
し
な
く
て
、
む

し
ろ
招
か
れ
た
よ
う
な
、
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
に

な
り
ま
し
た
。［fig.

⑭
］
こ
れ
は
「
友
子
同
盟
」
と

い
っ
て
、
坑
夫
た
ち
の
自
助
組
織
の
名
残
り
で
す
。

坑
夫
は
じ
ん
肺
に
な
っ
た
り
、
落
盤
事
故
で
早
死
に

す
る
人
も
多
い
。
そ
こ
で
常
に
親
方
が
立
っ
て
、
自

助
組
織
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
て
命

を
落
と
し
た
人
た
ち
の
お
墓
な
ん
で
す
ね
。
こ
こ
が

も
の
す
ご
く
気
に
入
っ
て
、
僕
は
絶
対
も
う
一
度
く

る
場
所
だ
と
直
感
し
ま
し
た
。
完
全
に
僕
の
思
い
込

み
で
す
け
れ
ど
も
（
笑
）。

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
旅
地
蔵
」

2.

fig.⑪

fig.⑫：草倉銅山跡地（上）草倉銅山の神社跡（下）　　
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
4回
│
分
断
の
な
か
に
つ
な
が
り
を
発
見
す
る
─
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 ｛つ
な
が
り
の
家
｝と

 「旅
地
蔵
」

レ
ク
チ
ャ
ー
編

　

草
倉
銅
山
が
一
番
栄
え
て
い
た
頃
は
、
六
〇
〇
〇

人
が
暮
ら
し
た
そ
う
で
す
。
こ
の
阿
賀
野
川
で
魚
を

獲
っ
て
食
べ
て
、
の
ち
に
そ
れ
で
新
潟
水
俣
病
に
な

る
人
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、

魚
を
獲
っ
て
食
べ
る
、
子
ど
も
た
ち
が
川
で
遊
ん
で

魚
を
釣
っ
て
、
そ
れ
が
食
卓
に
あ
が
る
、
そ
う
い
う

あ
た
り
ま
え
な
川
と
人
間
の
共
生
関
係
が
あ
っ
た
わ

け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
、
ダ
ム
が
で
き
て
化
学
工
場

が
で
き
る
こ
と
で
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
交
通
の

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
川
が
分
断
さ
れ
る
こ
と

で
、
そ
の
役
割
を
終
え
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
、

様
々
な
層
の
分
断
が
い
く
つ
も
折
り
重
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
川
を
遡
上
す
る
こ
と
で
、
そ
の
分
断
の

間
を
歩
き
貫
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
う
の
が
、

僕
の
大
も
と
の
プ
ラ
ン
で
し
た
。

熊
本
と
新
潟
、
水
俣
病
が
つ
な
ぐ

お
地
蔵
さ
ん
の
物
語
と
出
会
う

　

こ
れ
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
初
の
メ
モ
で
す
。

［fig.

⑮
］
頭
の
隅
に
は
大
島
青
松
園
の
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
大
島
青
松
園
の
分
断
は
、
法
律
だ
っ
た
り
、

陸
と
隔
て
る
海
だ
っ
た
り
、
形
が
見
え
る
分
断
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
阿
賀
野
川
で
は
、
目
に
見
え
な
い
分

断
が
い
っ
ぱ
い
層
状
に
重
な
っ
て
い
る
。
僕
は
、
そ

の
間
を
い
か
に
突
き
抜
け
て
歩
け
る
か
、
を
考
え
ま

し
た
。
し
か
し
ど
れ
だ
け
練
っ
て
も
、
こ
れ
は
僕
の

旅
な
ん
で
す
よ
ね
。
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く

る
、
僕
の
旅
で
し
か
な
い
。
そ
の
限
界
が
ず
っ
と
自

分
の
な
か
に
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、
僕
は
旗
野
秀
人
さ
ん
と
い
う
方
に

出
会
い
ま
す
。
ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
新
潟
水
俣
病
の
安
田
町
患
者
の
会

が
国
や
企
業
を
訴
え
て
裁
判
を
起
こ
し
た
と
き
、
旗

野
さ
ん
は
、
原
告
団
の
調
整
や
、
手
つ
づ
き
の
履
行

な
ど
の
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
旗
野
さ
ん
は
そ
れ
だ

け
で
は
足
り
な
い
と
思
い
、
分
断
か
ら
ど
の
よ
う
に

つ
な
が
り
を
回
復
し
、
生
き
生
き
と
生
き
て
い
け
る

よ
う
に
な
る
の
か
を
考
え
、
早
い
時
期
か
ら
文
化
的

交
流
に
も
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
裁
判
は
自

分
の
存
在
、「
私
は
確
か
に
こ
こ
に
い
る
」
と
訴
え
る

こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
文
化
の
力
が

必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

い
ろ
い
ろ
リ
サ
ー
チ
し
て
い
く
中
で
、
旗
野
さ
ん

は
ど
う
し
て
も
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
会
い
た

い
人
で
し
た
。
旗
野
さ
ん
に
会
っ
て
い
ろ
ん
な
話
を

う
か
が
う
な
か
に
、
熊
本
の
水
俣
病
で
、
企
業
や
国

を
相
手
取
っ
て
直
談
判
す
る
な
ど
、
苛
烈
な
闘
争
を

し
て
き
た
川
本
輝
夫
さ
ん
と
い
う
方
の
話
が
あ
り
ま

し
た
。
旗
野
さ
ん
は
川
本
さ
ん
と
出
会
う
こ
と
で
、

自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
安
田
町
に
も
水
俣
病
の
人
が

い
る
の
で
は
な
い
か
、
差
別
を
恐
れ
て
言
い
出
せ
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を

発
見
し
、
対
話
を
重
ね
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
尊
厳

を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
き
た
と
い
う
話
も
う
か
が
い

ま
し
た
。

　

旗
野
さ
ん
や
川
本
さ
ん
に
関
し
て
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
の
は
裁
判
闘
争
の
話
で
す
。
で
も
、
じ
つ
は

旗
野
さ
ん
が
川
本
さ
ん
と
約
束
し
て
つ
く
っ
た
お
地

蔵
さ
ん
が
あ
っ
て
、「
そ
の
お
地
蔵
さ
ん
に
は
兄
弟

地
蔵
が
い
て
ね
」
な
ん
て
い
う
話
が
、
水
俣
病
の
話

の
中
で
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
川
本
さ
ん
は
一
九
九

九
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
九
四
年
に
旗
野
さ
ん

が
川
本
さ
ん
と
朝
ま
で
お
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
と
き
、

「
い
ろ
い
ろ
闘
争
し
て
き
た
け
れ
ど
、
本
当
は
お
地

蔵
さ
ん
を
建
て
た
い
ん
だ
」
と
、
ぼ
そ
っ
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
旗
野
さ
ん
は
そ
の
声
に
応
え

る
か
た
ち
で
、
阿
賀
野
川
の
石
で
つ
く
ら
れ
た
お
地

蔵
さ
ん
を
、
川
本
さ
ん
に
贈
っ
た
そ
う
で
す
。
喜
ん

だ
川
本
さ
ん
は
、
水
俣
市
の
排
水
口
に
向
き
合
う
よ

う
に
そ
の
お
地
蔵
さ
ん
を
建
て
た
。
そ
れ
も
県
有
地

で
、
許
可
の
な
い
と
こ
ろ
に
い
き
な
り
ぼ
ん
と
建
て

て
し
ま
っ
た
。

事
務
局
─
そ
の
排
水
口
は
、
化
学
工
業
メ
ー
カ
ー
で

あ
る
チ
ッ
ソ
が
、
メ
チ
ル
水
銀
化
合
物
で
汚
染
さ
れ

た
廃
液
を
海
に
垂
れ
流
し
て
い
た
「
百
間
排
水
口
」

で
す
ね
。

　

え
え
、
そ
こ
に
向
き
合
う
よ
う
に
建
立
し
て
し

ま
っ
た
。
一
九
九
八
年
に
は
、
今
度
は
旗
野
さ
ん
が

水
俣
の
石
を
新
潟
の
阿
賀
野
市
に
も
ち
帰
っ
て
、
旗

野
さ
ん
の
出
身
地
の
安
田
町
に
近
い
、
阿
賀
野
川
の

中
流
あ
た
り
の
千
唐
仁
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
地
蔵
さ

ん
を
建
て
る
ん
で
す
。
川
本
さ
ん
は
無
理
や
り
で
し

た
が
、
千
唐
仁
で
は
じ
っ
く
り
と
交
渉
し
た
そ
う
で

す
。
や
は
り
地
元
の
皆
さ
ん
は
、
水
俣
病
の
こ
と
を

話
す
の
を
嫌
う
し
、
水
俣
病
に
か
か
わ
る
お
地
蔵
さ

ん
を
建
て
る
と
な
る
と
、

│
建
て
て
し
ま
っ
た
ら

誰
も
動
か
せ
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
断
ら
れ
て
し
ま

い
、
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
わ
け
で
す
。
で
も
紆
余

曲
折
あ
っ
て
何
と
か
建
て
ら
れ
た
。

　

で
、
そ
の
次
は
阿
賀
野
川
の
石
に
彫
ら
れ
た
お
地

蔵
さ
ん
を
、
足
尾
銅
山
に
ゆ
か
り
の
あ
る
群
馬
県
の

雲
龍
寺
に
建
て
ま
し
た
。（
足
尾
銅
山
と
草
倉
銅
山

の
関
係
の
お
話
は
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
が
）
じ
つ

は
そ
の
後
足
尾
銅
山
に
ゆ
か
り
の
あ
る
渡
良
瀬
川
の

石
に
お
地
蔵
さ
ん
を
彫
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
ま
だ
ど

こ
に
も
置
か
れ
な
い
ま
ま
石
工
の
工
房
で
眠
っ
て
い

る
と
い
う
ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
聞
い
て
び
っ
く
り
し

ま
し
た
。
お
地
蔵
さ
ん
を
彫
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
行

き
場
が
な
い
わ
け
で
す
。
置
く
場
所
も
な
い
。
だ
か

ら
、
こ
の
物
語
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
旗

野
さ
ん
か
ら
た
く
さ
ん
う
か
が
っ
た
お
話
の
ご
く
一

部
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
し
た
が
、
僕
は
す
ご
く
気
に

な
っ
て
、
ず
っ
と
頭
に
残
っ
て
離
れ
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
あ
る
と
き
、
僕
が
ず
っ
と
考
え
つ
づ
け
て
い
た

川
を
遡
る
旅
と
、
ガ
チ
ー
ン
と
つ
な
が
っ
た
。
だ
っ

た
ら
お
地
蔵
さ
ん
と
一
緒
に
旅
を
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ

ん
、
と
思
っ
た
ん
で
す
。

　

と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
僕
の
旅
で
あ
り
、
僕
以
外
の

誰
か
の
旅
に
も
な
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
、
パ
ン
と

切
り
替
わ
っ
た
。
お
地
蔵
さ
ん
と
旅
を
す
る
こ
の
プ

ラ
ン
で
は
、
お
地
蔵
さ
ん
が
主
役
で
、
僕
は
そ
の
お

供
を
す
る
わ
け
で
す
。
お
地
蔵
さ
ん
が
、
先
ほ
ど
お

話
し
し
た
「
見
え
な
い
分
断
」
を
横
切
る
よ
う
に
、

ず
っ
と
歩
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
お
地
蔵
さ
ん
を
連

れ
出
す
な
ん
て
話
を
し
た
ら
、
旗
野
さ
ん
に
す
ご
く

叱
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、「
バ
チ
当
た

り
」
と
は
言
わ
れ
ま
し
た
が
（
笑
）、「
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
、
ば
か
ば
か
し
く
て
」
と
言
っ
て
も
ら
え
た
。

僕
も
ち
ょ
っ
と
拍
子
抜
け
し
て
、
で
は
決
行
し
よ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

全
行
程
一〇 

日
間
、
お
地
蔵
さ
ん
と

阿
賀
野
川
を
遡
る
旅

　

旗
野
さ
ん
か
ら
そ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
重
さ
三
〇
キ

ロ
く
ら
い
だ
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
最
初
は
背
負
っ

て
練
り
歩
く
イ
メ
ー
ジ
［fig.

⑯
］
で
し
た
が
、
実
際

に
背
負
っ
て
み
る
と
七
〇
〜
八
〇
キ
ロ
は
あ
っ
て
、

と
て
も
背
負
っ
て
歩
け
ま
せ
ん
。
結
局
リ
ヤ
カ
ー
に

乗
せ
て
、
キ
ャ
ン
プ
道
具
も
乗
せ
て
、
全
行
程
一
〇

日
間
、
河
口
か
ら
阿
賀
野
川
を
遡
る
旅
を
始
め
ま
し

た
。
こ
の
旅
の
物
語
は
、
ぜ
ひ
記
録
集
『
旅
地
蔵 

阿

賀
を
ゆ
く
』
を
読
ん
で
い
た
だ
け
る
と
う
れ
し
い
で

す
。

　

旅
の
先
々
で
お
地
蔵
さ
ん
を
囲
む
人
た
ち
の
な
か

に
は
、
水
俣
病
の
患
者
さ
ん
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
み
ん
な
「
何
や
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
」
と
笑
っ

て
し
ま
う
ん
で
す
よ
ね
。
聞
き
つ
け
た
子
ど
も
た
ち

が
集
ま
っ
て
く
れ
た
り
、
お
酒
や
ら
何
や
ら
い
ろ
い

ろ
な
も
の
を
も
ち
寄
っ
て
く
れ
る
人
も
い
て
、
リ
ヤ

カ
ー
が
ど
ん
ど
ん
重
く
な
る
。
上
流
に
向
か
う
ほ
ど

坂
が
急
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
登
っ
て
い
く
の
で

リ
ヤ
カ
ー
は
軽
い
方
が
い
い
の
に
、
困
っ
た
も
の
で
、

ど
ん
ど
ん
重
く
な
っ
て
い
く
（
笑
）。［fig.

⑰
］

　

こ
こ
で
は
小
学
校
の
先
生
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
れ

fig.⑮：旅地蔵の制作メモ

fig.⑭：草蔵銅山最奥　友子同盟の無縁墓

fig.⑬：草倉銅山　銅山の名残

fig.⑰：旅地蔵に会いにきた子どもたち　江口にて

fig.⑯：旅地蔵　初期のプランドローイング
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
4回
│
分
断
の
な
か
に
つ
な
が
り
を
発
見
す
る
─
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 ｛つ
な
が
り
の
家
｝と

 「旅
地
蔵
」

レ
ク
チ
ャ
ー
編

ま
し
た
。［fig.

⑱
］
こ
の
小
学
校
を
卒
業
し
た
中
学

生
が
通
り
が
か
っ
て
、
先
生
た
ち
と
の
久
し
ぶ
り
の

再
会
と
な
り
ま
し
た
。
お
地
蔵
さ
ん
の
御
利
益
で
す

ね
。
横
越
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
聞
き
つ
け
た
人
が
お

昼
ご
飯
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
て
、
一
緒
に
ご
飯
を

食
べ
、
記
念
撮
影
し
ま
し
た
。
も
う
な
ん
か
ね
、
こ

の
旅
は
僕
の
手
か
ら
離
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
。

お
地
蔵
さ
ん
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
子
ど
も
や
年
配
の

方
に
も
大
人
気
な
こ
と
。
し
か
も
の
ろ
の
ろ
と
移
動

し
て
く
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
お
か
し
く
て

「
壁
」
が
取
れ
て
し
ま
う
。

　

み
ん
な
が
お
地
蔵
さ
ん
に
触
れ
る
ん
で
す
。
僕
が

「
触
っ
て
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
み

ん
な
こ
う
し
て
ぺ
た
ぺ
た
触
る
。
お
地
蔵
さ
ん
に
い

ろ
い
ろ
な
記
憶
が
刷
り
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
か
、

吸
い
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
か
…
…
。
僕
と
お
地
蔵

さ
ん
が
通
り
か
か
る
の
を
見
つ
け
て
、
お
花
を
捧
げ

た
い
と
追
い
か
け
て
き
て
く
れ
た
女
性
も
い
ま
す
。

［fig.

⑲
］
そ
の
写
真
を
撮
り
ま
し
た
が
、
そ
の
表
情
は

僕
に
で
は
な
く
、
お
地
蔵
さ
ん
に
向
け
ら
れ
た
も
の

で
す
よ
ね
。
僕
は
お
地
蔵
さ
ん
越
し
に
、
こ
う
し
て

ひ
と
び
と
の
表
情
に
出
会
っ
て
い
く
ん
で
す
が
、
何

と
も
言
え
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
う
や
っ

て
お
花
を
捧
げ
る
方
が
何
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
植
木
職
人
の
方
々
も
、「
何
だ
何
だ
？
」
と
言
っ

て
、
仕
事
の
手
を
止
め
て
来
て
く
れ
ま
し
た
。［fig.

⑳
］

　

こ
れ
は
大
栄
寺
と
い
う
禅
寺
と
そ
の
雲
水
さ
ん
た

ち
で
す
。［fig.

㉑
］修
行
増
が
い
る
お
寺
で
、
こ
こ
に

一
晩
泊
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。
朝
の
四
時
か
ら
お
勤

め
を
一
緒
に
し
て
、
み
ん
な
で
お
か
ゆ
を
食
べ
ま
し

た
。
皆
さ
ん
黙
っ
て
静
か
に
食
べ
る
ん
で
す
が
、
忘

れ
ら
れ
な
い
の
は
、
咀
嚼
音
が
部
屋
全
体
に
響
い
て

い
た
こ
と
。
シ
ー
ン
と
し
た
中
で
そ
こ
に
い
る
人
全

員
の
咀
嚼
音
だ
け
が
聞
こ
え
る
っ
て
、
何
と
も
言
え

な
い
で
す
ね
。
こ
の
方
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
。
こ

れ
も
お
地
蔵
さ
ん
の
い
い
と
こ
ろ
で
、
宗
教
宗
派
は

一
切
関
係
な
い
。
ど
ん
な
人
も
こ
う
し
て
手
を
合
わ

せ
て
く
れ
た
り
、
拝
ん
で
く
れ
た
り
、
挨
拶
し
て
く

れ
た
り
す
る［fig.

㉒
］。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
し

た
千
唐
仁
の
お
地
蔵
さ
ん
と
、
並
ん
で
建
て
ら
れ
て

い
る
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
「
虫
地
蔵
」
と
の
対
面

の
場
面
で
す
。
虫
地
蔵
は
、
昔
流
行
っ
た
ツ
ツ
ガ
ム

シ
病
と
い
う
病
気
で
亡
く
な
っ
た
方
々
を
弔
う
た
め

に
建
て
ら
れ
た
お
地
蔵
さ
ん
で
す
。

　

こ
れ
も
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
け
ど
、
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
を
し
て
い
る
人
た
ち
の
横
を
通
り
か
か
っ
た

ら
「
食
べ
て
い
け
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
ま
ま
ビ
ー
ル

や
焼
肉
を
ご
ち
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
皆
さ
ん
は

な
ぜ
集
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
お

父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
こ
こ
に
住
ん
で
い
て
、
こ
の

日
は
結
婚
し
て
家
を
出
た
娘
さ
ん
三
人
が
、
そ
れ
ぞ

れ
家
族
を
連
れ
て
集
ま
る
日
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
年

に
一
度
の
記
念
す
べ
き
日
に
、
た
ま
た
ま
お
地
蔵
さ

ん
が
通
り
か
か
っ
た
。
こ
こ
で
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
話

を
聞
く
ん
で
す
が
、
そ
の
お
父
さ
ん
が
昔
石
切
場
で

働
い
て
い
て
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
を
彫
っ
た
石
工
と

知
り
合
い
だ
っ
た
と
か
、
い
ろ
ん
な
つ
な
が
り
が
見

え
て
く
る
。
分
断
ど
こ
ろ
か
つ
な
が
る
こ
と
が
多
く

て
、
本
当
に
不
思
議
な
旅
で
す
。

　

ど
う
し
て
も
リ
ヤ
カ
ー
を
引
い
て
歩
け
な
い
危
険

な
と
こ
ろ
で
は
、
船
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
み
ん
な
寄
っ
て
た
か
っ
て
、
お
地
蔵
さ

ん
を
「
た
ち
か
わ
丸
」
と
い
う
船
に
乗
せ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
ハ
ー
レ
ー
に
乗
っ
て
通
り
か
か
っ
た
お

じ
さ
ん
た
ち
も
、
革
ジ
ャ
ン
と
革
パ
ン
姿
で
手
伝
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
ぽ
ち
ゃ
ん
と
川
に
落
と
し

て
し
ま
っ
た
ら
、
旅
は
終
了
で
す
（
笑
）［fig.

㉓
］。

　

船
の
持
ち
主
の
立
川
小
三
郎
さ
ん
は
阿
賀
野
川
の

渡
し
船
の
船
頭
さ
ん
だ
っ
た
方
で
、
同
じ
く
船
頭
さ

ん
だ
っ
た
お
父
さ
ん
を
水
俣
病
で
亡
く
さ
れ
、
ご
本

人
も
水
俣
病
な
ん
で
す
。
船
頭
さ
ん
で
す
か
ら
、
船

に
乗
っ
た
お
客
さ
ん
か
ら
い
ろ
ん
な
う
わ
さ
話
が
耳

に
入
っ
て
き
ま
す
。
水
俣
病
裁
判
の
話
に
な
る
と
、

ど
こ
の
誰
々
は
ニ
セ
患
者
で
、
補
償
金
目
当
て
に
訴

訟
に
立
っ
た
と
か
、
差
別
的
な
話
を
日
常
的
に
ず
っ

と
聞
い
て
き
た
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
自
分
が
水
俣

病
だ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
誰
に
も
言
い
出
せ
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。
立
川
さ
ん
に
は
娘
さ
ん
が
い
て
、

娘
さ
ん
が
結
婚
さ
れ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
自
分
は
水

俣
病
だ
と
公
表
し
た
。
そ
う
い
う
方
が
た
く
さ
ん
い

る
ん
で
す
ね
。
こ
の
写
真
は
「
た
ち
か
わ
丸
」
に
乗

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
立
川
さ
ん
は
お

地
蔵
さ
ん
を
お
連
れ
す
る
と
い
う
気
持
ち
で
、
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
気
合
が
入
っ
て
い
ま
す
。
僕
は
い
い
気

な
も
の
で
、
手
を
振
っ
て
い
ま
す
ね
（
笑
）。

　

ま
た
リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ
て
、
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
り
、

キ
ャ
ン
プ
を
し
た
り
、
石
間
で
は
お
米
を
も
ら
っ
た

り
、
そ
の
お
米
を
炊
い
て
夜
を
過
ご
し
た
り
…
…
。

さ
ら
に
遡
っ
て
い
く
と
、
だ
ん
だ
ん
山
が
ち
に
な
っ

て
き
ま
す
。
こ
の
頃
に
な
る
と
傾
斜
が
急
に
な
っ
て
、

か
な
り
厳
し
い
。
体
は
旅
に
慣
れ
て
き
て
い
る
の
で

す
が
、
皆
さ
ん
が
も
ち
寄
っ
て
く
れ
た
も
の
で
リ
ヤ

カ
ー
が
ど
ん
ど
ん
重
く
な
っ
て
。
よ
う
や
く
、
新
潟

水
俣
病
の
有
毒
な
メ
チ
ル
水
銀
が
流
さ
れ
た
排
水
口

に
た
ど
り
着
き
ま
す
。［fig.

㉔
］
今
は
新
潟
昭
和
と

い
う
会
社
名
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
当
時
と
形

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
旧
昭
和
電
工
の
門
の
と
こ

ろ
ま
で
来
ま
し
た
。
僕
は
工
場
の
中
ま
で
お
地
蔵
さ

ん
を
連
れ
て
い
く
べ
き
か
ど
う
か
、
最
後
の
最
後
ま

で
迷
っ
て
い
ま
し
た
。
で
、
結
局
中
に
入
る
こ
と
は

や
め
て
、
門
の
と
こ
ろ
で
三
〇
分
ほ
ど
休
憩
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。［fig.

㉕
］

　

建
物
か
ら
こ
ち
ら
を
窺
っ
て
い
る
気
配
は
す
る
の

で
す
が
、
誰
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
社
名
が
変
わ
っ
て
、

今
は
管
理
が
行
き
届
い
て
有
毒
物
質
を
流
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
や
は
り
こ
こ
で
働
く
方
々

は
、
水
俣
病
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
す
よ
ね
。

こ
の
時
点
で
、
お
地
蔵
さ
ん
を
連
れ
て
歩
く
僕
の
話

は
方
々
に
伝
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
で
、
さ
ぁ
出

か
け
よ
う
と
な
っ
た
と
き
、
奥
の
事
務
所
か
ら
一
人

の
年
配
の
方
が
出
て
こ
ら
れ
、「
ど
こ
か
ら
来
ら
れ

ま
し
た
か
」
と
僕
に
話
し
か
け
ま
し
た
。
河
口
か
ら

ず
っ
と
旅
し
て
き
た
と
答
え
る
と
、
そ
の
方
は
「
こ

れ
か
ら
も
気
を
つ
け
て
旅
を
つ
づ
け
て
く
だ
さ
い
ね
、

旅
の
無
事
を
祈
っ
て
い
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
そ
の
方
は
お
地
蔵
さ
ん
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
方
の
作
業
着
に
は

「
昭
和
電
工
」
と
書
い
て
あ
っ
て
、
昭
和
電
工
時
代
の

作
業
着
を
着
て
出
て
こ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
僕
は
そ
れ
以
上
尋
ね
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
地

蔵
さ
ん
に
は
会
わ
な
け
れ
ば
、
と
、
出
て
こ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
す
ぐ
先
に
鹿
瀬
ダ
ム
が
あ
り
、
そ
の
ふ
も
と

に
は
神
社
の
跡
地
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
日
は
こ
こ
で

キ
ャ
ン
プ
を
し
ま
し
た
。［fig.

㉖
］
翌
日
は
こ
こ
か

ら
草
倉
銅
山
へ
、
半
日
か
け
て
登
ぼ
り
ま
す
。

九つ
づ
ら
お
り

十
九
折
で
、
か
な
り
急
な
坂
道
で
す
。
そ
こ
に
、

朝
一
番
で
助
っ
人
が
来
ま
し
た
。
写
真
の
左
か
ら
二

番
目
が
旗
野
さ
ん
で
す
。
旗
野
さ
ん
は
朝
か
ら
で
も

必
ず
ビ
ー
ル
で
一
杯
飲
ま
な
い
と
始
ま
ら
な
い

（
笑
）。
お
地
蔵
さ
ん
に
は
す
で
に
お
酒
が
か
け
ら
れ

fig.⑱：旅地蔵と記念撮影　横越にて

fig.⑲：旅地蔵に花をたむける　安田にて

fig.⑳：植木職人の方 に々囲まれる旅地蔵

fig.㉑：大栄寺の雲水さんに迎えられる旅地蔵

fig.㉒：旅地蔵との向き合い方も人それぞれ

fig.㉓：旅地蔵をたちかわ丸に載せる

上│ fig.㉔：旅地蔵と排水口
下│ fig.㉕：旧昭和電工の前で休憩
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
4回
│
分
断
の
な
か
に
つ
な
が
り
を
発
見
す
る
─
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 ｛つ
な
が
り
の
家
｝と

 「旅
地
蔵
」

レ
ク
チ
ャ
ー
編

て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
さ
ら
に
坂
の
き
つ
い
山
の

中
へ
入
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
斜
面
が
急
す
ぎ
て
、
お
地
蔵
さ
ん
が
リ
ヤ

カ
ー
か
ら
転
げ
落
ち
る
大
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
こ
り
ま

し
た
。
ご
ろ
ん
、
ご
ろ
ん
、
ご
ろ
ん
と
、
お
地
蔵
さ

ん
が
転
が
っ
て
い
く
さ
ま
が
、
僕
に
は
ま
る
で
ス

ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ぁ
大
変
で
す
。
み
ん
な
あ
わ
て
て
集
ま
っ
て
、
写

真
で
見
る
と
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
い
る
み
た
い

で
す
ね［fig.

㉗
］。
本
当
に
派
手
に
落
ち
た
の
で
、
僕

は
こ
こ
で
旅
は
終
わ
り
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
表
情
を

見
て
く
だ
さ
い
。
写
真
の
下
の
方
に
赤
い
お
賽
銭
袋

が
写
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
に
は
道
中
、
み
ん
な
が

入
れ
て
く
れ
た
お
金
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
袋

が
ま
ず
先
に
着
地
、
そ
の
上
に
お
地
蔵
さ
ん
が
落
ち

た
た
め
、
ほ
ぼ
無
傷
だ
っ
た
。
奇
跡
的
に
ど
こ
も
欠

け
る
こ
と
な
く
、
お
地
蔵
さ
ん
は
無
事
だ
っ
た
ん
で

す
。
気
を
取
り
直
し
て
お
地
蔵
さ
ん
を
リ
ヤ
カ
ー
に

戻
し
、
ほ
ど
な
く
し
て
草
倉
銅
山
に
着
き
ま
し
た
。

　

ま
だ
ま
だ
つ
づ
き
が
あ
り
ま
す
。
も
う
ち
ょ
っ
と

お
話
し
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ね
。
こ
こ
か
ら
銅
山
の
跡

地
を
通
っ
て
、
お
地
蔵
さ
ん
を
友
子
同
盟
の
お
墓
ま

で
連
れ
て
い
く
と
、
僕
は
勝
手
に
も
約
束
し
て
い
ま

し
た
。
で
も
銅
山
跡
地
は
道
が
悪
く
て
、
リ
ヤ
カ
ー

で
は
行
け
ま
せ
ん
。
み
ん
な
で
い
ろ
い
ろ
と
知
恵
を

絞
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
は
原
点
に
戻
っ
て
「
背

負
っ
て
歩
く
」
こ
と
に
し
ま
し
た
。
写
真
で
は
、
み

ん
な
笑
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
お
酒
も
飲
ん
で
い
る

し
、
頭
が
ハ
イ
に
な
っ
て
い
て
、
僕
が
「
背
負
い
ま

す
」
と
言
っ
た
ら
、
み
ん
な
は
「
え
ー
っ
」
と
言
い

な
が
ら
笑
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
っ
そ
り
背
負
い
子

だ
け
は
リ
ヤ
カ
ー
に
し
の
ば
せ
て
あ
り
ま
し
た
。
皆

さ
ん
に
手
伝
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
谷
あ
い
に
落
っ

こ
ち
て
し
ま
っ
て
も
い
け
な
い
の
で
、
足
場
の
悪
い

と
こ
ろ
で
は
支
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
最
後
の
最
後

は
背
負
っ
て
歩
き
、
よ
う
や
く
目
的
地
の
友
子
同
盟

の
お
墓
の
も
と
に
着
き
ま
し
た
。［fig.

㉘
㉙
］

　

写
真
で
僕
と
握
手
を
し
て
い
る
こ
の
方
は
、
旧
昭

和
電
工
の
鹿
瀬
工
場
が
あ
っ
た
鹿
瀬
で
生
ま
れ
育
っ

た
方
で
す
。
最
後
の
旅
を
ご
一
緒
し
て
く
れ
ま
し
た
。

到
着
し
た
ら
、
自
然
に
握
手
を
し
た
く
な
っ
た
。
旗

野
さ
ん
も
上
機
嫌
で
、
ま
た
こ
こ
で
一
杯
飲
ん
で
い

ま
し
た
け
れ
ど
、
友
子
同
盟
と
一
緒
に
記
念
撮
影
し

て
、
こ
の
旅
は
終
わ
り
ま
し
た
。「
旅
地
蔵
」
の
お
話

は
、
い
っ
た
ん
こ
こ
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
れ
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。
あ
れ
…
…
。

事
務
局
─
お
地
蔵
さ
ん
が
終
わ
り
た
く
な
い
と
言
っ

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（
笑
）。

自
分
が
「
何
と
つ
な
が
り
得
る
の
か
」
を

考
え
る

　

で
は
、
つ
い
で
に
お
話
し
し
ま
す
。
こ
の
お
地
蔵

さ
ん
は
行
き
場
が
な
く
な
っ
た
と
お
話
し
し
ま
し
た
。

旅
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
年
後
の
四
月
一
日
。
旗

野
さ
ん
も
よ
り
に
よ
っ
て
な
ぜ
こ
の
日
を
選
ぶ
か
な

と
思
っ
た
の
で
す
が
、
エ
イ
プ
リ
ル
フ
ー
ル
の
日
に

お
地
蔵
さ
ん
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
し

か
も
永
久
設
置
で
き
た
。
鹿
瀬
工
場
の
近
く
の
、
先

ほ
ど
お
話
し
し
た
鹿
瀬
ダ
ム
近
く
の
神
社
跡
地
の
地

主
の
お
じ
い
さ
ま
が
か
つ
て
草
倉
銅
山
で
働
い
て
い

た
方
ら
し
く
、
そ
れ
が
縁
で
旗
野
さ
ん
が
時
間
を
か

け
て
説
得
し
て
、
こ
の
旅
地
蔵
は
め
で
た
く
「
旅
」

が
外
れ
て
、「
草
倉
地
蔵
」
と
な
っ
て
今
、
こ
の
地
に

根
を
は
や
し
て
い
ま
す
。［fig.

㉚
］

事
務
局
─
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

今
回
の
連
続
講
演
で
は
、
福
祉
や
医
療
、
社
会
制
度

の
問
題
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
か
ら
の
お
話
を
い

た
だ
い
て
き
ま
し
た
。
今
日
の
お
話
に
は
「
文
化
の

力
が
必
要
」
と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
既
存

の
社
会
的
な
枠
組
み
と
は
少
し
違
う
と
こ
ろ
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
ん
だ
な
、
と
い
う
印
象
が
あ

り
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ば
か
ば
か
し
く
て
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
で
も
い
ろ

い
ろ
な
壁
や
分
断
を
し
な
や
か
に
乗
り
越
え
て
い
く

こ
と
が
で
き
た
。
私
も
一
緒
に
旅
を
し
た
い
、
キ
ャ

ン
プ
も
い
い
な
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
、
質
問
で
も
、
自
分
も
こ
う
し
て
み
た
い

と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
お
話
し
い
た
だ
き
た

い
な
と
思
い
ま
す
。

参
加
者
２
─
と
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
か
、

い
ろ
い
ろ
と
思
い
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
大
学

時
代
に
佐
藤
真
さ
ん
と
い
う
映
画
監
督
を
お
招
き
し

た
こ
と
が
あ
り
、
先
ほ
ど
の
大
島
青
松
園
で
の{

つ

な
が
り
の
家}

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
写
真
を
拝

見
し
て
、
佐
藤
監
督
が
夭
折
し
た
写
真
家
・
牛
腸
茂

雄
を
描
い
た
「SELF A

N
D

 O
T

H
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S

」(

二
〇

〇
〇
年)

と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品
を
思
い

出
し
た
り
も
し
ま
し
た
。

　

自
分
は
今
山
梨
で
農
業
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、

父
の
代
く
ら
い
で
地
域
の
つ
な
が
り
も
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
髙
橋
さ
ん
の
作
品
は
、
地
域
の
人
た

ち
が
生
き
て
い
る
場
所
に
外
か
ら
来
訪
者
と
し
て
訪

れ
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
人
の
つ
な
が
り
や
、
自
分

た
ち
の
生
活
を
見
直
し
て
い
く
。
災
害
や
病
気
、
そ

の
対
処
の
歴
史
、
そ
う
し
た
も
の
の
記
憶
な
ど
、
地

域
の
中
の
人
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
に

対
し
て
、
美
術
と
い
う
か
、
髙
橋
さ
ん
の
生
き
方
の

中
で
、
見
つ
け
出
し
た
り
祈
っ
た
り
し
て
、
向
か
い

合
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

髙
橋
さ
ん
の
作
品
は
、
完
結
し
な
い
ま
ま
残
さ
れ

て
い
く
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
先
日
と
て
も
感
銘
深

い
美
術
の
連
続
講
義
が
あ
っ
て
、「
未
完
成
」
と
い
う

話
が
出
て
い
ま
し
た
。
今
の
美
術
の
多
く
は
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
期
間
や
予
算
の
都
合
で
「
終
わ
り
」
が

あ
る
の
で
す
が
、
髙
橋
さ
ん
の
作
品
は
必
ず
残
っ
て

い
く
。
作
品
だ
け
で
は
な
く
、「
こ
う
い
う
こ
と
が

で
き
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
髙
橋
さ
ん
の
手
を
離
れ

て
も
残
っ
て
い
く
。
自
分
は
美
術
を
勉
強
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
美
術
に
惹
か
れ
る
も
の
は
あ
っ
て
、
そ
れ

は
何
だ
ろ
う
な
と
、
こ
の
連
続
講
義
に
参
加
し
な
が

ら
考
え
て
い
ま
し
た
。
髙
橋
さ
ん
が
や
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
も
ち
ろ
ん
美
術
で
、
自
分
が
惹
か
れ
て
い
る

理
由
と
し
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と

が
あ
っ
て
、
話
を
う
か
が
え
て
す
ご
く
よ
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

事
務
局
─
生
活
は
完
成
し
な
い
。
そ
う
で
す
よ
ね
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
と
「
終
わ
り
」
と
い
う
言
い
方
を

し
ま
す
が
、
確
か
に
生
活
は
本
当
に
終
わ
ら
な
い
で

す
か
ら
ね
。

参
加
者
２
─
も
う
一
点
、
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
の

{

つ
な
が
り
の
家}

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
誰
か
か

ら
ダ
メ
だ
と
言
わ
れ
た
り
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
お
金

を
か
け
る
の
か
と
言
わ
れ
た
り
、「
自
分
と
は
つ
な

が
ら
な
い
、
自
分
と
関
係
な
い
」
と
い
う
分
断
が
、

社
会
の
な
か
に
す
ご
く
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
す
ご

く
個
人
中
心
で
社
会
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し

美
術
作
品
も
誰
か
に
見
ら
れ
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い

し
、
生
活
も
、
ほ
か
の
誰
か
が
い
な
い
と
ま
っ
た
く

成
立
し
な
い
。
髙
橋
さ
ん
は
、
時
間
と
か
も
の
ご
と

を
超
え
て
、
自
分
は
何
と
つ
な
が
り
得
る
の
か
、
す

ご
く
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展

開
さ
れ
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
勉
強
さ
せ
て
も
ら
え

た
ら
と
思
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

髙
橋
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

│
事
務
局
─
今
、
直
接
ご
発
言
が
な
く
て
も
、
い

つ
も
の
と
お
り
、
終
わ
っ
た
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご

記
入
い
た
だ
け
れ
ば
、
髙
橋
さ
ん
に
お
届
け
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
こ
う
思
っ
た
よ
と
い

う
こ
と
と
か
、
様
々
な
か
た
ち
で
お
伝
え
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
髙
橋
さ
ん
、
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
次
の
旅
で
は
、
出
か

け
る
前
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
て
一
緒
に
行
き
た

い
な
、
と
、
と
て
も
思
い
ま
し
た
。 

fig.㉖：鹿瀬ダム近くの角神神社跡でキャンプ

fig.㉗：リヤカーから落ちた旅地蔵

fig.㉘：旅地蔵を背負って歩く

fig.㉙：旅の終着地　友子同盟の墓地

fig.㉚：角神神社跡地に建立された草蔵地蔵　
地蔵にお酒をかける旗野秀人さん
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か
つ
て
は
日
本
最
大
の
寄
せ
場
だ
っ
た
、

「
釡
ヶ
崎
」
と
い
う
街

　

松
本
渚
で
す
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
私
は

大
阪
市
の
西
成
区
の
「
釡
ヶ
崎
」
と
呼
ば
れ
る
地
域

に
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
釡
ヶ
崎
支
援
機
構
と
い
う
と
こ

ろ
で
毎
日
働
い
て
い
ま
す
。
今
日
は
こ
こ
釡
ヶ
崎
か

ら
、
釡
ヶ
崎
と
い
う
街
の
こ
と
、
そ
こ
で
ア
ー
ト
を

始
め
と
す
る
表
現
活
動
を
行
っ
て
い
る
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
こ
え
と
こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
の
部
屋
（
コ
コ
ル
ー

ム
）」、

│
こ
れ
は
私
が
活
動
に
惹
か
れ
て
、
六
年

ほ
ど
前
か
ら
参
加
し
て
い
ま
す
が

│
、
と
く
に
そ

の
コ
コ
ル
ー
ム
を
舞
台
に
、
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
し
て
行
っ
て
い
る
「
カ
マ
は
燃
え
て
い
る

：

コ
コ

〈
ボ
ー
ル
〉
ル
ー
ム
で
な
り
た
い
自
分
に
な
る
（
カ
マ

ボ
ー
ル
）」（
＊
注
）
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
の
写
真
は
、
釡
ヶ
崎
の
仲
間
た
ち
で
す
。

［fig.

①
］

　

私
は
釡
ヶ
崎
支
援
機
構
の
職
員
に
な
っ
て
三
年
目

に
な
り
ま
す
。
同
時
に
大
阪
大
学
の
大
学
院
生
で
も

あ
っ
て
、
臨
床
哲
学
を
専
門
に
研
究
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
こ
と
は
、
臨
床
哲
学
の
研
究

者
と
し
て
の
発
言
な
の
か
、
釡
ヶ
崎
支
援
機
構
の
職

員
と
し
て
の
発
言
な
の
か
、
分
け
る
こ
と
は
結
構
難

し
い
の
で
す
が
、
が
ん
ば
っ
て
分
け
な
が
ら
お
話
し

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
島
根
県
で
生
ま
れ
て
、
大
学
で
広
島
に
行
き
、

広
島
で
は
被
爆
者
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
親
し
く
し
て
い
ま
し
た
。
大
学
院
で
大
阪
に
来

て
、
も
う
六
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
私
は
い
ろ
ん
な

人
の
話
を
聞
く
の
が
す
ご
く
好
き
で
、
大
阪
で
も
出

会
う
人
た
ち
の
こ
と
、
そ
の
語
ら
れ
る
こ
と
に
寄
り

添
う
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
そ
う
い
う
人

た
ち
を
「
研
究
対
象
」
に
す
る
よ
う
な
関
わ
り
方
は
、

で
き
れ
ば
し
た
く
な
く
て
、
そ
れ
で
も
う
か
が
っ
た

話
や
ご
本
人
の
人
生
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
何
か
形
に
残

し
て
お
き
た
い
け
れ
ど
、
な
か
な
か
形
に
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
が
、
ず
っ
と
私
の
課
題
と
し
て
あ
り
続

け
て
い
ま
す
。

　

今
勤
め
て
い
る
釡
ヶ
崎
も
、
私
の
研
究
の
フ
ィ
ー

ル
ド
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
研
究
対
象
に
し
て
い

る
方
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま

こ
こ
と
出
会
っ
て
、
働
き
始
め
ま
し
た
。
釡
ヶ
崎
は

地
名
で
は
な
く
、
地
図
で
は
西
成
区
萩
之
茶
屋
一
〜

三
丁
目
、
太
子
一
丁
目
で
す
が
、
昔
か
ら
こ
の
地
域

の
方
た
ち
は
釡
ヶ
崎
と
呼
ん
で
き
ま
し
た
。
行
政
上

の
名
称
は
あ
い
り
ん
地
域
だ
け
ど
、
地
域
の
人
た
ち

が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
の
は
釡
ヶ
崎
と
い
う
名
称
、

と
い
う
印
象
で
す
。［fig.

②
］

　

釡
ヶ
崎
は
、
西
成
区
の
北
東
部
に
あ
る
〇
．六
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
す
ご
く
小
さ
な
エ
リ
ア
で
、

か
つ
て
約
四
万
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
現
在
は
二

万
人
ほ
ど
で
す
。
か
つ
て
は
日
本
最
大
の
寄
せ
場
と

し
て
、
日
雇
い
労
働
者
の
求
人
が
も
っ
と
も
多
い
場

所
で
し
た
。
し
か
し
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
や
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
不
景
気
な
ど
で
日
雇
い
の
仕
事
を

失
っ
た
人
た
ち
が
路
上
生
活
者
と
な
っ
て
、
そ
う
し

た
困
窮
状
態
に
あ
る
人
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
組
織
や
団

体
、
教
会
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
民
間
の
つ
な
が
り
が

で
き
て
、
今
は
福
祉
の
街
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
釡
ヶ
崎
と
い
う
場
所
は
、
大
阪
と
い
う

近
代
都
市
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
、
お
墓
や
処
刑
場

と
い
っ
た
都
市
か
ら
忌
避
さ
れ
る
も
の
が
つ
く
ら
れ

る
よ
う
な
、
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
（
都
心
近
接
低
所
得

地
域
）
の
役
割
を
も
た
さ
れ
た
よ
う
な
場
所
で
、
一

レ
ク
チ
ャ
ー
編
│
第
五
回
│
二
〇
二
二
年
一
月
一
四
日
（
金
曜
日
）
一
九

：

〇
〇
─
二
一

：

〇
〇

「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」
と
は
？ 

│
「
カ
マ
ボ
ー
ル
」
の
企
画
・
実
施
に
携
わ
っ
て

松
本
渚
─
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
釜
ヶ
崎
支
援
機
構
職
員
、
釜
ヶ
崎
芸
術
大
学
運
営
チ
ー
ム
・
か
ま
ぷ
〜

松
本
渚
（
ま
つ
も
と
・
な
ぎ
さ
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
釡
ヶ
崎
支
援
機
構
職

員
、
釡
ヶ
崎
芸
術
大
学
運
営
チ
ー

ム
・
か
ま
ぷ
〜
。
広
島
大
学
で
文

化
人
類
学
を
専
攻
後
、
二
〇
一
六

年
大
阪
大
学
大
学
院
に
進
学
、
現

在
臨
床
哲
学
研
究
室
に
在
籍
。
同

年
よ
り
「
釡
ヶ
崎
芸
術
大
学
」
な

ど
を
主
宰
す
る
コ
コ
ル
ー
ム
の
活

動
に
参
加
。
二
〇
一
九
年
よ
り
現

職
。
二
〇
二
一
年
三
月
に
は
、
実

行
委
員
と
し
て
「
カ
マ
は
燃
え
て

い
る
／ 

コ
コ
〈
ボ
ー
ル
〉
ル
ー
ム

で
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」、
通

称
カ
マ
ボ
ー
ル 

を
企
画
・
主
宰
。

fig.①：「カマボール」出演者たちと。

淀
川
区

東
淀
川
区

西
淀
川
区

尼崎市

大阪港

豊中市

吹田市

守口市

東大阪市吹田市

天王寺

難波

梅田

新大阪

あいりん
地域

八尾氏

松原市堺市

北
区

旭
区

都
島
区

鶴
見
区

城
東
区

福
島
区
西
区

此
花
区

港
区

大
正
区

西
成
区 阿

倍
野
区住

之
江
区

浪
速
区

中
央
区 東

成
区
生
野
区

天
王
寺
区

平
野
区

東
住
吉
区住

吉
区

fig.②：釡ヶ崎のまち
大阪市西成区、あいりん地域（通称・
釡ヶ崎）はかつて日本最大の寄場だっ
た。日雇労働者の街として発展後、
バブル崩壊などの不景気により、野宿
者が日本で一番多い街となり、その後
「福祉の街」となる。

（
＊
注
）
主
催

：

カ
マ
は
燃
え
て
い

る
実
行
委
員
会
、
共
催

：

特
定
非

営
利
活
動
法
人
こ
え
と
こ
と
ば
と

こ
こ
ろ
の
部
屋
、
大
阪
大
学
Ｃ
Ｏ

デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー

日
時

：

二
〇
二
一
年
三
月
七
日

（
日
）
一
四

：

〇
〇
│
一
六

：

〇
〇

（
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
）

オ
ン
ラ
イ
ン
映
像
収
録
場
所

：

ゲ

ス
ト
ハ
ウ
ス
と
カ
フ
ェ
と
庭
コ
コ

ル
ー
ム

ゲ
ス
ト
審
査
員

：

ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
佐

藤
（
美
術
家
・
ド
ラ
ァ
グ
ク
イ
ー

ン
）、
上
田
假
奈
代
（
詩
人
）、
田

中
均
（
美
学
者
）
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第
5回
│「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」と
は
？

 ─
 「カ
マ
ボ
ー
ル
」の
企
画
・
実
施
に
携
わ
っ
て

レ
ク
チ
ャ
ー
編

九
二
〇
年
代
頃
か
ら
は
、
近
代
工
場
の
労
働
力
に
な

れ
な
か
っ
た
単
身
の
日
雇
い
労
働
者
た
ち
の
、
労
働

市
場
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
戦
後
の
一

九
五
〇
年
代
に
は
バ
ラ
ッ
ク
小
屋
が
立
ち
並
び
、
一

九
六
〇
年
代
以
降
に
は
、
賃
金
の
不
払
い
な
ど
、
労

働
者
の
不
平
不
満
か
ら
暴
動
が
起
こ
る
こ
と
も
た
び

た
び
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
一
九
六
〇
年
代
は
日
本
の
高
度
経
済
成
長
期

に
あ
た
り
、
全
国
か
ら
単
身
の
日
雇
い
労
働
者
が
集

め
ら
れ
ま
し
た
。
彼
ら
が
寝
泊
ま
り
す
る
場
所
は
、

「
宿
（
や
ど
）」
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
「
ド
ヤ
」
と
呼

ば
れ
る
簡
易
宿
泊
所
で
、
三
畳
一
間
の
寝
る
た
め
だ

け
の
部
屋
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
、
全
体
で
二
万
人

く
ら
い
収
容
で
き
る
街
へ
と
変
貌
し
て
い
き
ま
し
た
。

釡
ヶ
崎
は
今
で
も
男
性
の
単
身
日
雇
い
労
働
者
か
つ

高
齢
者
が
多
く
住
ん
で
い
ま
す
が
、
一
九
六
〇
年
代

前
後
に
は
、
生
活
保
護
制
度
を
利
用
し
て
女
性
や
子

ど
も
を
近
く
の
区
な
ど
に
移
住
さ
せ
る
こ
と
で
、

釡
ヶ
崎
が
、
意
図
的
に
単
身
男
性
労
働
力
が
密
集
す

る
場
所
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
も

あ
り
ま
す
。

　

故
郷
を
離
れ
、
仕
事
を
得
る
た
め
に
全
国
各
地
か

ら
こ
の
街
に
集
ま
っ
て
き
た
人
、
そ
し
て
そ
の
ま
ま

高
齢
に
な
っ
て
、
今
も
こ
の
街
で
暮
ら
し
て
い
る
人

も
多
く
い
ま
す
。
と
く
に
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
と

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
時
に
は
日
雇
い
労
働
の
仕
事

が
激
減
し
て
、
路
上
生
活
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
人

が
増
え
、
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
生
活
保

護
を
受
給
す
る
人
も
増
加
し
ま
し
た
。
何
ら
か
の
障

害
を
抱
え
て
い
て
も
障
害
者
手
帳
を
取
得
で
き
ず
、

行
政
の
支
援
が
受
け
ら
れ
な
い
人
た
ち
が
、
故
郷
を

離
れ
て
こ
の
街
に
流
れ
着
い
た
り
、
こ
こ
で
暮
ら
す

難
民
や
外
国
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
も
多
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
日
雇
い
労
働
者
の
宿
泊
が
減
少
し
た
簡
易

宿
泊
所
の
な
か
に
は
、
観
光
客
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
も

泊
ま
れ
る
ホ
テ
ル
や
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
改
修
し
た
と

こ
ろ
も
あ
り
、
格
安
に
宿
泊
で
き
る
こ
と
で
、
コ
ロ

ナ
禍
以
前
に
は
海
外
か
ら
の
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
が
た

く
さ
ん
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
キ
ャ

リ
ー
ケ
ー
ス
を
片
手
に
も
っ
た
中
国
人
や
欧
米
人
を

見
か
け
る
こ
と
も
日
常
的
で
し
た
。
し
か
し
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
今
で
は

ぱ
っ
た
り
と
そ
の
姿
も
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

釡
ヶ
崎
の
紹
介
で
欠
か
せ
な
い
の
は
、
夏
ま
つ
り

と
越
冬
闘
争
だ
と
思
い
ま
す
。

　

身
寄
り
が
な
く
、
単
身
者
の
多
い
釡
ヶ
崎
で
は
、

お
盆
や
正
月
に
仕
事
が
お
休
み
に
な
っ
て
も
帰
る
場

所
の
な
い
人
た
ち
が
多
い
の
で
、
こ
こ
に
暮
ら
す
人

は
も
ち
ろ
ん
、
日
雇
い
労
働
で
全
国
各
地
に
出
か
け

て
い
て
も
、
お
盆
と
正
月
に
は
カ
マ
（
釡
ヶ
崎
）
に

戻
っ
て
き
ま
す
。

　

夏
ま
つ
り
は
八
月
一
三
日
か
ら
一
五
日
ま
で
、
地

域
の
、
三
角
公
園
と
い
う
み
ん
な
の
憩
い
の
場
所
で

行
わ
れ
ま
す
。
夏
ま
つ
り
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
行
事

が
、
最
終
日
の
夕
暮
れ
に
、
こ
の
一
年
間
で
亡
く

な
っ
た
人
を
み
ん
な
で
追
悼
す
る
慰
霊
祭
で
す
。
亡

く
な
っ
て
も
連
絡
す
る
家
族
の
い
な
い
人
が
多
い

釡
ヶ
崎
で
、
こ
の
街
の
仲
間
と
し
て
追
悼
す
る
お
ま

つ
り
は
、
も
う
五
〇
年
く
ら
い
続
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
越
冬
闘
争
は
、
一
二
月
二
八
日
か
ら
一
月
三

日
、
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
の
行
事
で
す
。
寒
い

季
節
で
す
か
ら
、「
ひ
と
り
の
死
者
も
出
さ
な
い
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
パ
ト
ロ
ー
ル
や
布
団
敷
き
、
炊
き

出
し
、
餅
つ
き
、
ま
た
ス
テ
ー
ジ
で
の
イ
ベ
ン
ト
な

ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
釡
ヶ
崎
に
は
、
そ
う
い
う

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。

釡
ヶ
崎
発
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
、

「
カ
マ
ボ
ー
ル
」
開
催
へ
の
道

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
が
き
っ
か
け
で
、
釡
ヶ
崎
に
た

ど
り
着
く
人
も
増
え
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

で
仕
事
が
な
く
な
っ
た
人
も
い
ま
す
し
、
派
遣
労
働

や
工
場
勤
務
な
ど
の
不
安
定
な
労
働
環
境
に
い
た
人

は
真
っ
先
に
解
雇
さ
れ
た
と
い
う
話
も
多
か
っ
た
た

め
、
有
限
会
社
ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
日
本
や
、
私
が
働

い
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
釡
ヶ
崎
支
援
機
構
な
ど
、
大

阪
の
サ
ポ
ー
ト
団
体
が
定
期
的
に
合
同
で
相
談
会
を

開
催
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
住
ま
い
や
仕
事
を
失
っ
た

人
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
動
き
が
始
ま
り
ま
し
た
。

［fig.

③
］

　

そ
れ
ま
で
は
、
相
談
の
窓
口
で
相
談
員
を
し
て
い

た
実
感
と
し
て
、
働
き
口
が
見
つ
か
ら
な
く
な
っ
た

五
五
歳
か
ら
六
〇
歳
以
上
の
、
高
齢
の
日
雇
い
労
働

者
の
サ
ポ
ー
ト
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍

を
き
っ
か
け
に
困
窮
す
る
若
い
人
が
す
ご
く
増
え
ま

し
た
。
彼
ら
は
、
釡
ヶ
崎
や
西
成
は
危
な
い
と
こ
ろ
、

怖
い
場
所
と
い
うYouTube

の
情
報
や
報
道
に
接
し

て
い
て
、
支
援
が
必
要
だ
け
れ
ど
こ
こ
に
は
来
づ
ら

い
と
感
じ
て
い
て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
届
け
ら
れ

る
よ
う
な
情
報
を
発
信
し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
釡
ヶ
崎
に
は
、「
釡
ヶ
崎
芸
術
大
学
」
と
い

う
市
民
大
学
が
あ
り
ま
す
。
運
営
す
る
の
は
、
二
〇

年
ほ
ど
前
か
ら
「
こ
え
と
こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
の
部
屋

（
コ
コ
ル
ー
ム
）」
と
い
う
カ
フ
ェ
を
開
い
て
い
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
で
す
。
私
が
釡
ヶ
崎
と
出
会
っ
た
き
っ
か

け
が
コ
コ
ル
ー
ム
で
、
六
年
前
に
一
度
来
て
ハ
マ
り
、

こ
の
街
に
ど
っ
ぷ
り
と
入
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

［fig.

④
］

　

コ
コ
ル
ー
ム
は
、
表
現
活
動
を
主
軸
に
し
た
場
所

と
し
て
二
〇
〇
三
年
に
オ
ー
プ
ン
し
、
二
〇
一
九
年

に
は
、
大
阪
の
真
ん
中
、
コ
コ
ル
ー
ム
の
庭
で
井
戸

掘
り
を
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
い
ま
し
た
。［fig.

⑤
］

　

も
と
は
日
雇
い
労
働
で
土
木
作
業
を
し
て
い
た
お

じ
さ
ん
た
ち
に
、
ス
コ
ッ
プ
作
業
の
腰
の
入
れ
方
か

ら
教
わ
っ
て
、
一
緒
に
井
戸
掘
り
を
し
て
み
る
。
こ

の
街
は
も
と
も
と
台
地
の
上
に
あ
り
、
四
メ
ー
ト
ル

も
掘
れ
ば
水
が
出
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

本
当
に
出
る
の
か
？ 

と
い
う
感
じ
で
…
…
。
そ
ん

な
ア
ー
ト
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、

│
井
戸
掘
り
が

ア
ー
ト
か
？　

と
い
う
こ
と
も
含
め
て

│
年
間
一

〇
〇
講
座
く
ら
い
開
催
し
て
い
ま
す
。
美
学
や
合
唱
、

ガ
ム
ラ
ン
、
夜
回
り
、
歯
が
な
い
人
の
た
め
の
お
粥

づ
く
り
、
書
道
と
い
っ
た
講
座
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

写
真
は
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
夏
ま
つ
り
で
ダ
ン
ス
カ

ン
パ
ニ
ー
「
新
人
Ｈ
ソ
ケ
リ
ッ
サ
！
」
の
皆
さ
ん
と

fig.③：コロナ禍の釡ヶ崎で

fig.④：釡ヶ崎芸術大学/ココルーム



067

066
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
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摩
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シ
ョ
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プ
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録
│
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チ
ャ
－
編
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5回
│「
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い
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 ─
 「カ
マ
ボ
ー
ル
」の
企
画
・
実
施
に
携
わ
っ
て

レ
ク
チ
ャ
ー
編

一
緒
に
つ
く
っ
た
ス
テ
ー
ジ
で
す
。［fig.

⑥
］

　

こ
ん
な
ふ
う
に
コ
コ
ル
ー
ム
は
、
地
域
の
人
や
カ

マ
の
人
た
ち
が
表
現
活
動
を
し
た
り
、
出
会
っ
て
交

流
す
る
場
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
コ
コ
ル
ー
ム

で
は
二
〇
年
間
ず
っ
と
、
お
昼
と
夜
は
み
ん
な
で
大

皿
を
囲
ん
で
ご
飯
を
食
べ
ま
す
。
食
べ
た
り
話
し
た

り
、
一
緒
に
場
を
囲
む
と
、
ポ
ロ
っ
と
自
分
の
悩
み

が
話
せ
た
り
、
正
直
な
気
持
ち
を
言
え
た
り
し
ま
す
。

 　

こ
の
写
真
［fig.

⑦
］
で
、
右
側
の
手
前
か
ら
二
人

目
、
ピ
ン
ク
色
の
服
を
着
て
い
る
人
が
、
コ
コ
ル
ー

ム
代
表
の
上
田
假
奈
代
さ
ん
で
す
。

　

コ
コ
ル
ー
ム
は
一
階
が
カ
フ
ェ
で
、
二
階
は
ゲ
ス

ト
ハ
ウ
ス
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
困
窮
し
て

釡
ヶ
崎
に
流
れ
着
く
人
が
多
く
な
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
を

き
っ
か
け
に
、
地
域
の
福
祉
団
体
と
連
携
し
て
、
こ

こ
に
そ
う
し
た
困
窮
状
態
に
あ
る
人
が
無
料
宿
泊
で

き
る
よ
う
に
も
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
利
用
し
て
集
ま
っ
た
お
金
で

「
恩
お
く
り
ご
は
ん
券
」
や
「
恩
お
く
り
コ
ー
ヒ
ー

券
」
を
発
行
し
て
、
お
金
が
な
い
人
も
、
み
ん
な
で

ご
飯
を
囲
め
る
よ
う
に
も
し
て
い
ま
す
。
こ
の
恩
送

り
（Pay it forw

ord

）
と
は
、
誰
か
か
ら
誰
か
に
親

切
を
贈
る
、
と
い
う
考
え
方
な
ん
で
す
ね
。［fig.

⑧
］

 　

そ
ん
な
コ
コ
ル
ー
ム
を
会
場
に
コ
コ
ル
ー
ム
や

釡
芸
と
は
独
立
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
私
が
実

行
委
員
と
し
て
企
画
し
た
の
が
、「
カ
マ
は
燃
え
て

い
る

：

コ
コ
〈
ボ
ー
ル
〉
ル
ー
ム
で
な
り
た
い
自
分

に
な
る
」、
通
称
「
カ
マ
ボ
ー
ル
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
す
。［fig.

⑨
］

 　

ボ
ー
ル
ル
ー
ム
・
カ
ル
チ
ャ
ー
は
、
一
九
八
〇
年

代
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ハ
ー
レ
ム
な
ど
で
、
ア
フ
リ

カ
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
ル
ー
ツ
を
も
ち
、
か
つ

様
々
な
性
的
指
向
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
、
セ
ク
シ
ャ
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
開
か
れ
て
い
た
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
で

育
ま
れ
、
今
も
続
い
て
い
る
文
化
で
す
。
ボ
ー
ル
と

は
舞
踏
室
の
こ
と
で
、
最
近
で
はN

etfrix

で
も
配

信
さ
れ
て
い
る
「PO

SE

／
ポ
ー
ズ
」
と
い
う
ア
メ

リ
カ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
も
、
そ
の
様
子
が
再
現
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

ハ
デ
な
衣
装
を
ま
と
う
「
ド
ラ
ァ
グ
ク
イ
ー
ン
」

は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
も
と
も
と

の
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
・
カ
ル
チ
ャ
ー
は
、
白
人
の
お
金

持
ち
や
偉
い
軍
人
さ
ん
な
ど
、
当
時
の
階
級
社
会
で

有
色
人
種
で
あ
る
ボ
ー
ル
の
出
演
者
た
ち
は
絶
対
な

れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
代
わ
り
に
「
な
り
た
い
自
分

ら
し
さ
」
を
表
現
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
、

ゲ
イ
で
あ
る
こ
と
を
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
す
る
と
家
に

い
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
よ
そ
へ
出
る
し
か
な
い
よ
う

な
時
代
で
し
た
。
そ
う
や
っ
て
家
庭
や
故
郷
を
去
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
た
ち
が
ハ
ー
レ
ム
に
集

い
、
互
い
に
暮
ら
し
を
支
え
合
い
な
が
ら
同
じ
家
に

住
み
、
衣
装
を
手
づ
く
り
し
た
り
工
夫
し
た
り
し
て
、

ボ
ー
ル
ル
ー
ム
の
ラ
ン
ウ
ェ
イ
を
踊
り
歩
く
こ
と
を

生
き
る
糧
と
し
た
、
そ
う
い
う
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
。

　

釡
ヶ
崎
も
、
今
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇

年
代
以
降
全
国
か
ら
単
身
の
日
雇
い
労
働
者
が
集
め

ら
れ
、
不
安
定
な
雇
用
で
、
仕
事
が
な
く
な
る
と
路

上
生
活
を
し
た
り
生
活
保
護
を
受
け
た
り
し
て
、
な

ん
と
か
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
人
が
増
え
て

い
ま
す
。
生
ま
れ
故
郷
や
家
庭
を
離
れ
た
人
た
ち
が

支
え
合
っ
て
、
そ
れ
で
も
す
ご
く
生
き
生
き
と
暮
ら

し
て
い
る
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
、
様
々
に
自
分
を

表
現
し
直
す
こ
と
で
つ
な
が
り
合
う
機
会
と
し
て
の

「
カ
マ
ボ
ー
ル
」
を
企
画
し
ま
し
た
。
最
初
に
見
て

い
た
だ
い
た
写
真
は
、
そ
の
時
の
も
の
で
す
。
み
ん

な
が
そ
れ
ぞ
れ
に
手
づ
く
り
し
た
衣
装
を
身
に
ま

と
っ
て
、
音
楽
に
乗
っ
て
コ
コ
ル
ー
ム
の
庭
を
ラ
ン

ウ
ェ
イ
に
見
立
て
て
踊
り
歩
く
カ
マ
ボ
ー
ル
。
そ
の

映
像
を
見
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

〈
映
像
上
映
〉

【
フ
リ
ー
ト
ー
ク
1
】

「
カ
マ
ボ
ー
ル
」の
映
像
を
観
て
思
う
こ
と

参
加
者
1
─
カ
マ
ボ
ー
ル
へ
の
出
演
は
ど
う
や
っ
て

呼
び
か
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
参
加
し
ま
せ
ん

か
」
と
い
う
感
じ
で
す
か
。

松
本
─
最
初
は
、「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」
と
い
う

こ
と
だ
け
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、「
や
っ
て
み
ま

せ
ん
か
」
と
お
誘
い
し
ま
し
た
。
コ
コ
ル
ー
ム
に
集

ま
る
人
や
、
地
域
の
人
た
ち
、
紙
芝
居
劇
む
す
び
に

お
邪
魔
し
て
お
話
し
も
し
ま
し
た
。
こ
の
地
域
に
は

毎
月
一
回
、
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
西
成
主
催
の
「
ロ

カ
ボ
（
低
炭
水
化
物
）
を
食
べ
て
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
）
に
つ
い
て
知
る
会
」、
通
称
「
Ｈ

Ｉ
Ｖ
カ
フ
ェ
」
が
開
催
さ
れ
て
い
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性

者
も
そ
う
で
な
い
人
も
、
み
ん
な
で
語
ら
う
場
所
が

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
出
か
け
て
行
っ

て
、「
一
緒
に
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
お
話
し
し
た
り
、

い
つ
も
か
わ
い
ら
し
い
服
装
を
し
て
い
る
人
に
は
、

fig.⑧

fig.⑨ fig.⑤

fig.⑥

fig.⑦



069

068
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
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 ─
 「カ
マ
ボ
ー
ル
」の
企
画
・
実
施
に
携
わ
っ
て

レ
ク
チ
ャ
ー
編

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
声
が
け
も
し
ま
し
た
。

事
務
局
─
「
な
り
た
い
自
分
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん

か
」
と
声
を
か
け
る
と
、
ど
ん
な
反
応
が
返
っ
て
く

る
ん
で
し
ょ
う
か
？

松
本
─
ピ
ン
と
こ
な
い
方
も
い
ま
す
ね
。
出
演
者
の

一
人
の
長
谷
さ
ん
は
、「
ず
っ
と
男
性
と
し
て
生
き

て
き
た
け
ど
、
死
ぬ
前
に
は
和
装
せ
ん
と
死
ね
ん
わ

な
」
と
言
っ
て
、
芸
者
姿
で
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

な
か
に
は
ハ
ダ
カ
デ
バ
ネ
ズ
ミ
に
な
り
た
い
人
や
、

嵐
寛
寿
郎
扮
す
る
明
治
天
皇
に
な
り
た
い
人
も
い
ま

し
た
。
障
害
の
あ
る
、
私
と
同
世
代
く
ら
い
の
コ
コ

ル
ー
ム
の
元
清
掃
ス
タ
ッ
フ
は
、
最
初
は
「
健
常
者

に
な
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
で
、「
健
常

者
っ
て
何
？
」
と
聞
く
と
、「
歌
っ
て
踊
れ
る
Ｋ
ポ
ッ

プ
ア
イ
ド
ル
み
た
い
な
人
」
と
言
う
の
で
、
い
い

ね
ぇ
、
た
と
え
ば
ど
ん
な
か
ん
じ
？
とYouTube

を

検
索
し
な
が
ら
す
す
め
て
い
っ
た
り
…
…
。

事
務
局
─
じ
ゃ
あ
、
私
は
健
常
者
じ
ゃ
な
い
か
も
し

れ
な
い
（
笑
）。

松
本
─
そ
う
で
す
ね
、
私
も
…
…
（
笑
）。

事
務
局
─
長
谷
さ
ん
、
か
っ
こ
い
い
で
す
ね
。
美
し

い
。
う
ら
や
ま
し
い
で
す
。
映
像
の
中
で
松
本
さ
ん

が
着
て
い
た
服
は
、
あ
れ
は
何
か
…
…
。

松
本
─
あ
れ
は
、
私
が
労
務
者
に
な
っ
て
み
た
も
の

で
す
。

参
加
者
1
─
背
中
に
い
ろ
い
ろ
書
い
て
あ
っ
て
、

も
っ
と
よ
く
読
ん
で
み
た
か
っ
た
で
す
。

松
本
─
「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
、

わ
ざ
わ
ざ
刺
繍
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

事
務
局
─
と
び
職
の
お
兄
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
。
歩
き

方
も
そ
れ
っ
ぽ
か
っ
た
（
笑
）。

松
本
─
こ
の
企
画
を
進
め
て
い
く
途
中
で
、
一
九
七

〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
釡
ヶ
崎
の

労
働
者
た
ち
が
『
労
務
者
渡
世
』（
一
九
七
四
〜
八
五

年
）
と
い
う
雑
誌
を
発
行
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
そ
の
中
に
は
お
か
ま
の
特
集
（
一
四
号
、
一

九
七
六
年
二
月
）
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
私
た
ち

も
勉
強
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
表
紙
の
文
字
を

背
中
に
刺
繍
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
創
刊
号
（
一
九

七
四
年
）
当
初
の
表
紙
に
は
、「
腹
を
立
て
る
な 

不

平
を
言
う
な 
物
を
苦
に
す
る
な 

笑
顔
で
く
ら
せ
」

と
い
う
、
当
時
警
察
署
が
釡
ヶ
崎
の
飲
食
店
な
ど
に

貼
り
出
し
て
い
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
途
中
か
ら
そ
れ
が
「
腹
を
立
て
る 

不
平

を
言
う 

物
を
苦
に
す 

笑
顔
で
く
ら
」
に
変
わ
っ
て
、

そ
の
雑
誌
が
カ
ッ
コ
良
す
ぎ
て
、
労
務
者
渡
世
に
な

り
た
い
と
思
っ
て
、
私
も
な
り
た
い
姿
に
な
り
ま
し

た
。

参
加
者
2
─
す
ご
く
ロ
ッ
ク
で
い
い
な
と
思
い
ま
し

た
。「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
普

段
は
な
り
た
い
自
分
に
な
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
ハ
ー
レ
ム
発
祥
の
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
・
カ

ル
チ
ャ
ー
も
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
が
あ
た
り
ま
え
す

ぎ
る
と
、「
な
れ
て
い
な
い
」
と
か
「
な
れ
る
」
と
い

う
考
え
自
体
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
な
、
と
思

う
。
カ
マ
ボ
ー
ル
も
、
何
か
も
う
ヤ
バ
い
、
と
い
う

感
じ
だ
け
れ
ど
、
ヤ
バ
く
て
い
い
と
思
う
。

　
「
あ
な
た
が
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ
て
い
い
よ
」

と
言
わ
れ
た
ら
、「
自
分
だ
け
で
や
っ
て
い
る
こ
と

だ
か
ら
…
…
」
と
か
、「
私
の
夢
っ
て
孤
独
か
も

…
…
」
と
思
っ
て
言
い
に
く
い
け
れ
ど
、
コ
コ
ル
ー

ム
の
代
表
の
上
田
さ
ん
を
始
め
、
こ
こ
で
は
み
ん
な

が
ぶ
っ
壊
れ
て
い
る
か
ら
、
俺
も
や
っ
て
い
い
か
な
、

と
思
え
た
り
、
紙
芝
居
劇
む
す
び
の
メ
ン
バ
ー
に
誘

わ
れ
た
り
し
て
、
こ
こ
な
ら
自
分
の
思
っ
て
い
た
こ

と
を
黙
ら
な
い
で
も
い
い
の
か
な
、
頑
張
ら
な
い
で

出
し
て
も
い
い
の
か
な
、
と
思
え
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

カ
マ
ボ
ー
ル
が
あ
っ
た
か
ら
「
燃
え
て
も
い
い
ん

だ
な
」
と
思
え
る
と
こ
ろ
と
、
五
〇
年
も
続
い
て
き

た
慰
霊
祭
の
お
話
を
聞
く
と
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と

じ
ゃ
な
く
て
、
ず
っ
と
そ
こ
に
い
る
人
た
ち
に
と
っ

て
は
、
そ
こ
に
は
も
う
す
で
に
い
な
い
人
た
ち
も
い

た
り
、
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
想
い
が
、

ず
っ
と
そ
の
地
域
に
強
く
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

で
き
な
い
こ
と
は
多
い
け
れ
ど
、
こ
の
一
瞬
と
か
、

こ
の
こ
と
、
こ
の
形
な
ら
、
自
分
の
中
に
あ
っ
た
も

の
を
素
直
に
表
現
し
て
も
い
い
ん
だ
よ
な
、
と
、
カ

マ
ボ
ー
ル 

は
そ
う
い
う
「
芸
術
」
な
の
だ
ろ
う
と
思

う
。
そ
れ
ま
で
は
食
べ
る
こ
と
、
生
き
る
こ
と
に
必

死
で
、
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
や
っ
て
は
い
け
な

か
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
「
今
」
な
ら
考
え
て
も
い
い

し
、
や
っ
て
も
い
い
ん
だ
、
と
。

　

一
緒
に
や
っ
て
い
る
ほ
か
の
人
を
見
て
、
こ
の
人

た
ち
は
こ
ん
な
「
く
だ
ら
な
い
こ
と
」
や
「
自
分
に

は
興
味
の
な
い
こ
と
」
を
考
え
て
い
た
り
す
る
ん
だ

な
、
と
か
、
そ
れ
が
し
た
く
て
も
で
き
な
か
っ
た
こ

と
な
ん
だ
な
、
と
、
自
分
も
含
め
て
、
い
ろ
ん
な
も

の
の
不
完
全
さ
に
気
づ
け
る
よ
う
な
仕
組
み
が
、
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

れ
が
す
ご
く
あ
ふ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
場
の
臨
場

感
や
共
有
感
が
な
く
て
動
画
だ
け
見
る
と
、
や
っ
ぱ

り
「
何
か
ヤ
ベ
え
の
出
し
ち
ゃ
っ
て
る
な
」
と
し
か

見
え
な
い
け
れ
ど
（
笑
）、
僕
は
普
段
か
ら
毒
舌
家
な

の
で
、
こ
の
「
ヤ
ベ
え
の
出
て
る
」
感
じ
に
す
ご
く

共
感
し
ま
し
た
。

事
務
局
─
「
ヤ
ベ
エ
の
が
出
て
る
」っ
て
こ
と
は
、
共

感
で
き
る
っ
て
こ
と
な
の
ね
。

参
加
者
2
─
ほ
め
言
葉
に
は
聞
こ
え
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
個
人
的
に
は
、
そ
う
で
す
ね
。
労
働
者

渡
世
、
高
倉
健
的
で
い
い
な
、
と
、
共
感
し
ま
し
た
。

松
本
─
自
分
を
出
し
て
、
そ
れ
が
受
け
止
め
て
も
ら

え
る
「
場
」
が
、
コ
コ
ル
ー
ム
に
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。【

フ
リ
ー
ト
ー
ク
2
】

釡
ヶ
崎
の
現
実
と
ココル
ー
ム
の
役
割

参
加
者
3
─
先
ほ
ど
の
夏
ま
つ
り
の
お
話
で
、
帰
る

家
も
故
郷
も
な
く
亡
く
な
っ
た
方
た
ち
の
お
墓
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
、
気
に
な
り
ま
す
。

松
本
─
身
寄
り
探
し
は
病
院
や
行
政
が
し
ま
す
。
で

す
か
ら
火
葬
後
し
ば
ら
く
は
遺
骨
が
保
管
さ
れ
ま
す

が
、
そ
れ
で
も
身
寄
り
が
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
無

縁
仏
と
し
て
阿
倍
野
斎
場
の
無
縁
仏
の
碑
に
納
骨
さ

れ
ま
す
。
一
心
寺
と
い
う
お
寺
に
も
納
骨
で
き
ま
す
。

ま
た
、
地
域
に
あ
る
市
立
の
土
地
に
私
設
の
庭
を
つ

く
り
、
亡
く
な
っ
た
方
へ
の
追
悼
の
気
持
ち
を
込
め

て
お
花
を
植
え
て
い
る
お
っ
ち
ゃ
ん
が
い
て
、
そ
こ

に
は
お
線
香
を
備
え
る
エ
リ
ア
が
つ
く
ら
れ
て
も
い

ま
す
。

参
加
者
3
─
先
ほ
ど
の
長
谷
さ
ん
も
高
齢
に
な
っ
て

か
ら
釡
ヶ
崎
に
来
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う

方
も
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
も
高
齢
で
故
郷
を

失
っ
て
お
ら
れ
る
方
の
近
く
に
い
た
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
時
、
あ
ま
り
う
ま
く
接
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
し
た
の
で
…
…
。

松
本
─
確
か
に
終つ
い
の
す
み
か

の
住
処
と
し
て
釡
ヶ
崎
に
移
り
住

む
人
も
い
ま
す
。
釡
ヶ
崎
に
は
い
ろ
ん
な
人
が
い
ま

す
か
ら
、
あ
ま
り
過
去
を
問
わ
な
い
よ
う
な
文
化
が

あ
り
ま
す
。
単
身
で
高
齢
の
男
性
は
他
人
と
関
わ
り

を
も
た
な
い
人
も
多
く
、
孤
立
や
孤
独
死
が
問
題
に

な
る
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。
一
方
、
自
発
的
に
関
わ

り
を
つ
く
っ
て
い
く
人
は
、
先
ほ
ど
の
紙
芝
居
劇
団

な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し
て
、
一
緒
に
練
習

し
た
り
ご
飯
を
食
べ
た
り
し
て
い
ま
す
。
コ
コ
ル
ー

ム
は
毎
日
開
い
て
い
る
カ
フ
ェ
で
す
か
ら
、
釡
ヶ
崎

芸
術
大
学
の
講
座
に
参
加
し
て
、
詩
を
書
い
て
み
た

り
…
…
。
そ
う
で
す
ね
、
孤
独
死
が
問
題
に
な
っ
て
、

地
域
に
は
、
西
成
区
か
ら
受
託
し
た
六
五
歳
以
上
の

単
身
高
齢
の
生
活
保
護
受
給
者
の
居
場
所
づ
く
り
事

業
「
ひ
と
花
セ
ン
タ
ー
」
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う

い
う
場
所
は
あ
り
ま
す
。

参
加
者
3
─
制
度
と
し
て
の
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
よ
り

は
、
お
互
い
一
人
の
人
間
同
士
と
し
て
、
松
本
さ
ん

は
ど
う
向
き
合
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

松
本
─
私
は
週
一
度
く
ら
い
長
谷
さ
ん
の
家
に
行
っ

て
、
目
的
も
な
く
、
た
だ
だ
ら
だ
ら
お
し
ゃ
べ
り
し

た
り
、
近
所
の
お
じ
さ
ん
と
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
に

行
っ
た
り
、
皆
さ
ん
人
生
の
先
輩
な
の
で
、
職
場
の

悩
み
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
り
と
、
た
だ
し
ゃ
べ
っ
て

ま
す
ね
（
笑
）。

参
加
者
4
─
映
像
を
見
て
、
長
谷
さ
ん
す
ご
い
な
、

と
率
直
に
思
い
ま
し
た
。
私
は
高
齢
者
と
関
わ
る
仕

事
を
し
て
い
て
、
九
二
歳
と
も
な
る
と
認
知
症
に
な

る
方
も
多
い
の
で
す
が
、
長
谷
さ
ん
は
「
な
れ
な

か
っ
た
自
分
」
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
あ
あ
い
う
か
た
ち
で
自
分
を
完
結
さ
せ
ら
れ
た

の
か
な
、
と
も
思
い
ま
す
。「
な
れ
な
か
っ
た
」
こ
と

は
必
ず
し
も
不
幸
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
。

　

高
齢
の
方
の
中
に
は
コ
コ
ル
ー
ム
に
は
関
わ
ら
な

い
、「
そ
う
い
う
の
は
自
分
は
い
ら
な
い
よ
」
と
い
う

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
釡
ヶ
崎
が
福
祉

の
街
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、

日
雇
い
労
働
者
と
し
て
社
会
的
な
疎
外
感
を
も
っ
て

生
き
て
こ
ら
れ
た
人
た
ち
に
は
、
差
し
伸
べ
ら
れ
る

福
祉
の
手
を
な
か
な
か
素
直
に
受
け
取
れ
な
い
と
感

じ
る
人
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

に
コ
コ
ル
ー
ム
が
あ
る
こ
と
で
、
何
か
変
化
が
生
ま

れ
て
い
る
の
か
、
松
本
さ
ん
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

松
本
─
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
社
会
的
な
疎
外
感

が
あ
り
、
で
も
プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
一
人
で
生
き
て

き
た
方
た
ち
も
多
い
の
で
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
六

五
歳
以
上
の
方
の
居
場
所
づ
く
り
事
業
で
は
、
誰
か

と
つ
な
が
る
と
き
の
自
分
の
表
現
や
、
人
と
表
現
し

合
う
こ
と
を
体
験
す
る
、
表
現
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
設

さ
れ
て
い
ま
す
。
長
谷
さ
ん
は
時
代
的
に
も
同
性
愛

者
で
あ
る
こ
と
を
ず
っ
と
隠
し
続
け
て
生
き
て
き
て
、

そ
の
「
な
れ
な
か
っ
た
自
分
」
を
ず
っ
と
詩
に
書
い

て
こ
ら
れ
た
。
で
す
か
ら
表
現
す
る
こ
と
、
詩
を
書

く
こ
と
が
友
だ
ち
で
、
現
実
の
友
だ
ち
や
パ
ー
ト

ナ
ー
は
一
切
つ
く
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
長
谷
さ
ん
の
よ
う
に
詩
を
書
く

方
だ
け
で
は
な
く
、
絵
を
描
く
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

参
加
者
4
─
自
発
的
に
関
わ
ら
な
い
人
に
対
し
て
、
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
5回
│「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」と
は
？

 ─
 「カ
マ
ボ
ー
ル
」の
企
画
・
実
施
に
携
わ
っ
て

レ
ク
チ
ャ
ー
編

コ
コ
ル
ー
ム
で
は
何
か
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
の

で
す
か
？

松
本
─
釡
ヶ
崎
芸
術
大
学
で
は
街
全
体
を
芸
術
大
学

に
見
立
て
て
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
か
ら
、
コ
コ

ル
ー
ム
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
の
お
じ
さ
ん
た
ち
が

集
ま
る
「
あ
い
り
ん
総
合
セ
ン
タ
ー
」
や
西
成
区
の

区
民
館
に
出
か
け
て
行
っ
た
り
、
皆
さ
ん
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
救
護
施
設
や
シ
ェ
ル
タ
ー
を
会
場
に
し
た
り

も
し
て
き
ま
し
た
。

事
務
局
─
ど
ん
な
講
座
が
人
気
で
す
か
？ 

松
本
─
詩
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
人
気
で
す
ね
。

「
こ
こ
ろ
の
た
ね
と
し
て
」
と
い
う
、
ペ
ア
に
な
っ
て

相
手
の
話
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
詩
に
す
る
と
い
う

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
そ
れ
は
自
分
の
人
生
の
重
み

を
詩
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
返
し
て
も
ら
え
る
の
で
、

や
っ
ぱ
り
お
も
し
ろ
い
。
合
作
俳
句
も
人
気
で
、
五

七
五
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
が
詠
ん
で
、
ト
ン
チ
ン
カ

ン
な
句
が
で
き
る
（
笑
）。
コ
コ
ル
ー
ム
の
代
表
の

上
田
さ
ん
が
詩
人
な
の
で
、
そ
う
い
う
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
も
多
い
で
す
ね
。

参
加
者
4
─
詩
を
書
く
こ
と
も
、
言
葉
に
な
る
ま
で

は
人
そ
れ
ぞ
れ
か
と
思
い
ま
す
が
、
す
る
す
る
言
葉

が
出
て
く
る
も
の
で
す
か
。

松
本
─
「
贈
り
物
」
だ
っ
た
り
、「
故
郷
」
だ
っ
た
り
、

と
、
い
つ
も
テ
ー
マ
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
書
く
だ
け
で
も
詩
に
な
り
ま
す
し
、
そ

こ
で
表
現
を
工
夫
さ
れ
る
方
も
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

言
葉
に
詰
ま
る
方
も
い
ま
す
が
、
言
葉
が
出
な
け
れ

ば
絵
に
描
く
の
も
よ
し
、
と
い
う
感
じ
で
す
。

参
加
者
５
─
釡
ヶ
崎
に
は
様
々
な
社
会
活
動
団
体
が

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
と
連
携
し
た
活
動
も

あ
り
ま
す
か
。

松
本
─
最
初
に
お
話
し
し
た
コ
ロ
ナ
禍
で
の
相
談
会

は
二
〇
団
体
く
ら
い
、
地
域
の
企
業
の
社
長
や
コ
コ

ル
ー
ム
も
協
力
し
て
、
困
窮
状
態
の
方
た
ち
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
相
談
の
窓
口
や
、
居

場
所
や
宿
泊
に
使
え
る
場
所
の
提
供
な
ど
、
地
域
で

応
援
し
て
い
く
仕
組
み
も
あ
り
ま
す
し
、
日
常
的
に

連
携
は
し
て
い
ま
す
。
窓
口
に
相
談
に
来
た
方
が
、

絵
を
描
い
て
み
た
い
と
か
ア
ー
ト
に
興
味
が
あ
る
な

ら
、
コ
コ
ル
ー
ム
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
ま
た
ま
コ
コ
ル
ー
ム
に
泊
り
に
き
た
お
客
さ
ん
が
、

じ
つ
は
困
窮
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
わ
か
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
都
会
の
真
ん
中
に
あ
る
け
れ
ど
、
コ

コ
ル
ー
ム
に
は
庭
が
あ
っ
て
、
そ
こ
が
格
好
の
相
談

の
場
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
相
談
者
が
障
害
を

も
つ
方
で
あ
れ
ば
、
地
域
の
福
祉
団
体
に
引
き
継
ぐ

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
私
自
身
は
「
釡
ヶ
崎
芸
術
大
学

運
営
チ
ー
ム
・
か
ま
ぷ
〜
」
と
し
て
、
コ
コ
ル
ー
ム

へ
は
週
に
一
度
く
ら
い
手
伝
い
に
行
っ
て
い
ま
す
。

普
段
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
釡
ヶ
崎
支
援
機
構
で
働
い
て
い

る
の
で
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
方
を
コ
コ
ル
ー
ム
に
紹

介
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。

【
フ
リ
ー
ト
ー
ク
3
】

カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
カ
マ
ボ
ー
ル
の
位
置

参
加
者
６
─
カ
マ
ボ
ー
ル
は
魅
力
的
で
す
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
自
発
的
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
外
か

ら
こ
の
地
域
に
持
ち
込
む
こ
と
の
関
係
性
に
つ
い
て

は
、
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

松
本
─
企
画
の
段
階
か
ら
、
文
化
の
盗
用
に
な
ら
な

い
よ
う
に
す
ご
く
考
え
な
が
ら
進
め
て
き
ま
し
た
。

も
と
も
と
の
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
形
式

は
尊
重
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
本
物
ら
し
く
マ
ネ

る
の
で
も
な
く
、
一
方
で
出
演
す
る
人
た
ち
の
人
生

経
験
を
消
費
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
そ

の
ど
ち
ら
か
の
極
に
振
れ
な
い
よ
う
に
、
す
ご
く
気

を
つ
け
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
事
前
に
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
や
文

献
で
研
究
し
て
、
そ
こ
で
大
事
な
の
は
世
間
で
認
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
お
互
い
に
支
え
合

い
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
の
、
い
つ
も
の
人

た
ち
の
前
で
「
な
り
た
い
自
分
」
に
な
っ
て
、
そ
れ

が
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
だ
、
と
、
考
え
ま
し
た
。

釡
ヶ
崎
の
カ
マ
ボ
ー
ル
に
出
演
す
る
人
た
ち
の
「
な

り
た
い
自
分
」
や
「
あ
り
た
い
姿
」
に
沿
う
よ
う
に

形
式
を
つ
く
っ
て
い
く
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ボ
ー
ル

ル
ー
ム
の
よ
う
な
夜
で
は
な
く
昼
の
開
催
で
、
カ
ッ

コ
い
い
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
は
な
く
、
た
だ
歩
い
た
り

歌
っ
た
り
、
し
か
も
ポ
ロ
ン
ポ
ロ
ン
と
三
味
線
が
流

れ
て
く
る
…
…
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
忠
実
と
い
う
よ

り
は
、
出
演
者
が
や
り
た
い
こ
と
を
受
け
止
め
る
よ

う
な
「
場
」
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

参
加
者
６
─
私
は
二
〇
代
の
頃
サ
ル
サ
に
す
ご
く
ハ

マ
っ
て
、
そ
れ
は
プ
エ
ル
ト
リ
コ
か
ら
の
移
民
が

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ
ロ
ン
ク
ス
に
住
み
着
い
て
生
ま

れ
た
音
楽
だ
っ
た
の
で
、
ブ
ロ
ン
ク
ス
や
ハ
ー
レ
ム

に
つ
い
て
一
時
期
す
ご
く
勉
強
し
ま
し
た
。
当
時
は

公
民
権
運
動
が
す
ご
く
盛
ん
で
、
ハ
ー
レ
ム
の
プ
エ

ル
ト
リ
コ
系
や
黒
人
系
の
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
権

利
を
守
る
た
め
に
立
ち
上
が
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
カ

ル
チ
ャ
ー
が
生
ま
れ
て
き
た
と
、
私
は
解
釈
し
て
い

ま
す
。

　

で
も
今
の
日
本
を
見
て
い
る
と
、
自
分
た
ち
が
何

と
か
し
な
け
れ
ば
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
に
ア
ー
ト

が
入
り
助
成
金
が
入
っ
て
、
も
の
ご
と
が
動
い
て
し

ま
う
こ
と
が
多
々
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば

今
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
す
ご
く
苦
し
い
状
況
が
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
自
分
た
ち
で
立
ち
上
げ
る
こ
と
は
あ

る
の
か
、
な
い
の
か
、
そ
の
時
ど
う
や
っ
て
そ
の
気

持
ち
を
汲
み
取
っ
て
、
そ
の
「
何
か
」
を
立
ち
上
げ

て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え

て
い
ま
し
た
。
当
事
者
の
自
発
性
と
、
そ
れ
に
関

わ
っ
て
い
く
人
た
ち
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
今
回

の
松
本
さ
ん
の
講
演
は
、
私
に
と
っ
て
す
ご
く
示
唆

的
で
す
。

　
事
務
局
─
松
本
さ
ん
か
ら
、
カ
マ
ボ
ー
ル
の
準
備
の

時
に
長
谷
さ
ん
に
「
あ
ん
た
（
松
本
さ
ん
）
の
た
め

に
や
っ
た
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま

し
た
。
誰
が
誰
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
…
…
。
松
本

さ
ん
は
み
ん
な
に
良
か
れ
と
思
っ
て
す
ご
く
一
生
懸

命
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
じ
つ
は
お
っ
ち
ゃ
ん
た
ち

は
、
み
ん
な
松
本
さ
ん
を
応
援
し
よ
う
と
思
っ
て

や
っ
て
く
れ
て
い
た
り
…
…
。

カ
マ
ボ
ー
ル
と
い
う

プ
ロ
ジェク
ト
の
成
り
立
ち

　

後
半
は
、
カ
マ
ボ
ー
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
り

立
ち
や
、
私
が
今
考
え
て
い
る
こ
と
を
少
し
だ
け
お

話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

カ
マ
ボ
ー
ル
は
、
そ
も
そ
も
昨
年
長
谷
さ
ん
と
出

会
っ
て
、
そ
こ
で
長
谷
さ
ん
か
ら
聞
い
た
「
女
性
装

を
し
て
み
た
い
」
と
い
う
話
を
詳
し
く
う
か
が
う
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
で
も
聞
い
て
み
る
と
、
女

性
装
も
、
そ
ん
な
に
「
な
り
た
い
自
分
」
も
べ
つ
に

な
い
よ
、
と
言
い
ま
す
。
長
谷
さ
ん
は
す
ご
く
奥
ゆ

か
し
い
性
格
で
、
自
分
か
ら
こ
う
な
り
た
い
、
あ
あ

し
た
い
、
と
言
う
よ
う
な
方
で
は
な
く
、「
あ
ん
た
が

や
り
た
い
な
ら
や
っ
て
も
え
え
け
ど
」
と
い
う
感
じ

で
す
が
、
で
も
、
そ
れ
で
も
「
和
装
は
せ
ん
と
死
ね

ん
わ
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　

企
画
を
立
ち
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
私
た
ち
は
ま
ず
、

ボ
ー
ル
ル
ー
ム
・
カ
ル
チ
ャ
ー
を
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
し

た
映
画
「Paris Is Burning 

」（
ジ
ェ
ニ
ー
・
リ
ビ
ン

グ
ス
ト
ン
監
督
作
品
、
一
九
九
〇
年
）
を
見
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
は
、

白
人
社
会
で
排
除
さ
れ
て
き
た
ハ
ー
レ
ム
の
ア
フ
リ

カ
系
や
ラ
テ
ン
系
の
方
た
ち
、
と
り
わ
け
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
方
が
集
う
場
所
で
す
。
一

九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
ハ
ー
レ

ム
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
人
種
の
二
重
の
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
、
貧
困
、
孤
立
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の

リ
ス
ク
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
る
地
域
で
し
た
。

　

そ
こ
に
は
、
抑
圧
さ
れ
て
周
縁
化
さ
れ
た
人
た
ち

が
生
き
延
び
る
た
め
に
疑
似
家
族
の
ハ
ウ
ス
が
形
成

さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ハ
ウ
ス
で
マ
ザ
ー
、
あ

る
い
は
フ
ァ
ー
ザ
ー
と
呼
ば
れ
る
先
達
が
い
て
、
互

い
に
世
話
を
し
合
う
文
化
も
あ
り
ま
し
た
。
生
家
を

追
わ
れ
た
り
逃
げ
て
き
た
り
、
生
家
に
い
ら
れ
な
く

な
っ
た
チ
ル
ド
レ
ン
た
ち
が
そ
う
し
た
ハ
ウ
ス
に
集

ま
り
、
マ
ザ
ー
や
フ
ァ
ー
ザ
ー
が
そ
れ
を
ケ
ア
す
る
。

そ
の
過
酷
な
環
境
の
中
、
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
で
は
き
ら

び
や
か
な
白
人
の
女
性
ス
タ
ー
、
お
金
持
ち
、
偉
い

軍
人
な
ど
、「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」
表
現
や
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
夜
毎
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
、「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
、
そ
れ
を
考
え
な
が
ら
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
を

進
め
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
の
ア
イ
デ
ア
は
、
釡
ヶ
崎
も
ま
た
様
々

な
か
た
ち
で
周
縁
化
さ
れ
た
人
た
ち
が
暮
ら
す
街
で

あ
り
、
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
を
生
ん
だ
ハ
ー
レ
ム
と
似
て

い
る
と
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。
釡
ヶ
崎
で
な
ら
日
本

の
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
、

大
阪
大
学
Ｃ
Ｏ
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
の
特
任
講
師
で

あ
る
高
橋
綾
さ
ん
、
教
員
の
ほ
ん
ま
な
ほ
さ
ん
、
臨

床
哲
学
研
究
室
出
身
で
ア
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
の

小
泉
朝
未
さ
ん
と
私
が
中
心
と
な
っ
て
実
行
委
員
会

を
結
成
し
ま
し
た
。
私
自
身
は
釡
ヶ
崎
で
働
き
、
コ

コ
ル
ー
ム
を
手
伝
う
傍
ら
大
阪
大
学
の
博
士
後
期
課

程
に
在
籍
中
で
し
た
の
で
、
院
の
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
一
環
と
し
て
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
実
施
し

な
が
ら
学
び
を
深
め
る
、
と
い
う
目
的
も
あ
り
ま
し

た
。
一
般
的
な
研
究
と
は
異
な
る
少
し
変
わ
っ
た
教

育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
が
、
コ
コ
ル
ー
ム
を
始
め
、

Ｈ
Ｉ
Ｖ
カ
フ
ェ
や
紙
芝
居
劇
む
す
び
、
支
援
ハ
ウ
ス

な
ど
、
私
が
つ
な
が
っ
て
い
る
釡
ヶ
崎
の
い
ろ
い
ろ

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
声
を
か
け
て
進
め
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
た

め
て
関
係
を
つ
な
ぎ
直
す
こ
と
の
で
き
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
も
あ
り
ま
す
。

　

最
初
は
「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」
と
い
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
コ
ア
だ
け
を
い
ろ
い
ろ
な
人
に
提
示
し

て
、
そ
も
そ
も
「
な
り
た
い
自
分
」
と
は
何
を
意
味

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
出
演
者
と
話
し
合
っ
て

決
め
て
い
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。
話
し
合
い
に
は
、

出
演
者
、
私
た
ち
実
行
委
員
と
と
も
に
、
サ
ポ
ー

タ
ー
と
し
て
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
、
非
建
築
家
で
、

ド
ラ
ァ
グ
ク
イ
ー
ン
で
、
文
筆
家
で
も
あ
る
、
ヴ
ィ

ヴ
ィ
ア
ン
佐
藤
さ
ん
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
何
に
な
り
た
い
の
か
、
メ
イ
ク
や
衣
装
は
ど

ん
な
感
じ
か
、
と
い
う
形
を
つ
く
り
ま
す
。
例
え
ば

「
嵐
寛
寿
郎
扮
す
る
明
治
天
皇
に
な
り
た
い
」
と
い

う
た
け
ち
ゃ
ん
に
は
、
ど
ん
な
姿
の
明
治
天
皇
な
の

か
聞
き
な
が
ら
、
具
体
的
に
つ
く
り
込
ん
で
い
く
。

話
し
合
い
の
中
か
ら
た
ま
た
ま
形
が
生
ま
れ
て
く
る



073

072
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
5回
│「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」と
は
？

 ─
 「カ
マ
ボ
ー
ル
」の
企
画
・
実
施
に
携
わ
っ
て

レ
ク
チ
ャ
ー
編

こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
衣
装
か
ら
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
ま
で
、
す
べ
て
自
分
で
準
備
し
た
方
も
一
人

い
ま
し
た
。「
健
常
者
に
な
り
た
い
」
と
言
う
そ
う

ち
ゃ
ん
と
は
、
ク
ル
マ
に
乗
っ
て
歌
っ
て
踊
れ
る
Ｋ

ポ
ッ
プ
ア
イ
ド
ル
と
い
う
形
を
め
ざ
し
て
、
み
ん
な

で
段
ボ
ー
ル
の
大
き
な
ク
ル
マ
を
つ
く
り
、
本
物
ら

し
く
見
え
る
よ
う
に
プ
リ
ン
ト
も
ほ
ど
こ
し
ま
し
た
。

そ
う
い
う
小
物
づ
く
り
も
み
ん
な
で
一
緒
に
し
ま
し

た
。

　

そ
の
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
の
姿
や
形
に

込
め
る
思
い
や
、
関
係
す
る
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
先
ほ
ど
ご
覧
い
た
だ
い
た
動
画

を
制
作
し
、
当
日
は
、
そ
の
映
像
を
見
て
も
ら
っ
た

後
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
披
露
す
る
と
い
う
順
序
で

開
催
し
ま
し
た
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
音
楽
は
、
長

谷
さ
ん
が
作
詞
作
曲
し
た
楽
曲
を
実
行
委
員
会
の
ほ

ん
ま
な
ほ
さ
ん
が
ア
レ
ン
ジ
や
リ
ミ
ッ
ク
ス
し
て
、

演
奏
し
ま
し
た
。

カ
マ
ボ
ー
ル
を
終
え
て

│
「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」

と
い
う
こ
と

　

カ
マ
ボ
ー
ル
を
開
催
し
て
、「
な
り
た
い
自
分
に

な
る
」
っ
て
何
だ
ろ
う
と
今
振
り
返
る
と
、
自
分
ら

し
さ
と
か
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現
す
る

自
己
表
現
と
は
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
、
普
段
ほ
か

の
人
に
見
え
て
い
る
自
分
と
は
違
う
姿
に
な
っ
て
み

る
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
な
、
と
考
え
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
今
、
そ
の
人
の
現
在
に
は
実
現
で
き
て

い
な
い
希
望
で
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
う
ち
ゃ

ん
に
と
っ
て
そ
れ
は
健
常
者
に
な
る
こ
と
だ
っ
た
り
、

消
し
ゴ
ム
さ
ん
と
い
う
方
に
と
っ
て
は
、
ま
っ
す
ぐ

に
生
き
る
前
田
慶
次
郎
と
い
う
武
将
に
な
る
こ
と

だ
っ
た
り
す
る
。
ち
な
み
に
こ
の
消
し
ゴ
ム
さ
ん
は
、

自
分
の
過
去
を
消
し
た
い
か
ら
消
し
ゴ
ム
と
名
乗
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
希
望
が
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、「
な
り
た
い
自
分
に
な
る
」
こ
と
が
、

普
段
は
出
せ
な
い
欲
望
や
欲
求
を
解
放
す
る
こ
と

だ
っ
た
人
も
い
ま
す
。
ゆ
う
ち
ゃ
ん
は
ご
両
親
も
い

て
、
ず
っ
と
真
面
目
に
生
き
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
の

ご
両
親
も
亡
く
な
っ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
一
度
パ
ー
っ
と

弾
け
て
も
い
い
よ
ね
、
と
、
普
段
は
女
性
装
の
欲
求

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
の
場
所
で
ド

ラ
ァ
グ
ク
ィ
ー
ン
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
し
ま
し
た
。

七
〇
歳
く
ら
い
の
か
ず
お
ち
ゃ
ん
は
、
普
段
か
ら
ハ

デ
な
格
好
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
レ
ス
男
子
で
す
が
、
以
前

は
「
お
か
ま
」
と
言
わ
れ
て
嫌
だ
っ
た
け
れ
ど
、
今

は
か
わ
い
い
格
好
を
し
て
、「
お
か
ま
み
た
い
に
見

え
ま
す
や
ろ
？
」
な
ん
て
言
い
な
が
ら
、
男
で
も
女

で
も
、
人
間
で
も
な
い
、「
か
ず
お
ち
ゃ
ん
」
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
な
り
た
い
、
と
言
う
。
カ
マ
ボ
ー
ル
は

そ
れ
を
発
散
さ
せ
る
機
会
と
も
な
り
ま
し
た
。

　

語
ら
れ
な
か
っ
た
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
演
じ
た

い
長
谷
さ
ん
、
嵐
寛
寿
郎
扮
す
る
明
治
天
皇
に
な
っ

て
、
輝
い
て
い
た
過
去
の
記
憶
を
形
に
し
た
た
け

ち
ゃ
ん
も
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
映
画
「
明
治
天
皇
と

日
露
大
戦
争
」（
渡
辺
邦
男
監
督
作
品
、
一
九
五
七

年
）
に
登
場
す
る
明
治
天
皇
で
、
幼
い
時
に
父
親
と

観
に
行
っ
た
映
画
だ
そ
う
で
す
。
た
け
ち
ゃ
ん
は
そ

の
映
画
の
こ
と
を
い
つ
も
い
ろ
ん
な
人
に
話
し
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
一
緒
に
行
っ
た
お
父
さ
ん
の

こ
と
を
す
ご
く
誇
り
に
思
っ
て
い
た
過
去
の
記
憶
を

表
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
厳
し
い
状
況
や
苦
難
を
経
験
さ
れ
て
き
た

方
た
ち
な
の
で
、
単
な
る
自
己
表
現
や
派
手
な
仮
装

と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
「
な
り
た
い
自

分
」
の
根
底
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
そ
れ
ぞ
れ

の
か
た
ち
で
生
き
延
び
る
こ
と
を
支
え
て
き
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
カ
マ
ボ
ー
ル
は
、

出
演
者
の
「
こ
う
な
り
た
い
」
と
か
、「
こ
う
あ
り
た

い
」
と
い
う
生
き
る
願
い
や
希
望
を
み
ん
な
で
一
緒

に
形
に
し
て
、
そ
の
「
な
り
た
い
自
分
」
を
、
彼
ら

と
日
常
的
に
関
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
、
見
守
っ
て
き

た
人
た
ち
の
前
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
す
る
こ
と
で
、

イ
ベ
ン
ト
の
そ
の
場
所
、
そ
の
時
だ
け
で
も
、
そ
の

人
の
願
い
が
実
現
し
た
こ
と
を
祝
福
す
る
と
い
う
、

ケ
ア
で
あ
り
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
で
も
あ
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
「
な
り
た
い
自
分
」
表
現
に
は
、
個
人
の
表

現
と
い
う
以
上
に
、
釡
ヶ
崎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
独

特
な
つ
な
が
り
や
、
そ
の
中
で
人
の
願
い
や
生
き
延

び
方
が
承
認
さ
れ
て
い
く
こ
と
の
意
味
が
色
濃
く
反

映
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
今
後
カ
マ

ボ
ー
ル
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
く
て
も
、
こ
れ
を

実
践
し
た
こ
と
は
、
紙
芝
居
劇
む
す
び
や
Ｈ
Ｉ
Ｖ
カ

フ
ェ
な
ど
、
そ
の
後
の
日
常
的
な
活
動
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、
今
は
そ
う
思
っ
て

い
ま
す
。

　

カ
マ
ボ
ー
ル
を
主
催
し
た
私
個
人
と
し
て
は
、
周

縁
化
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
人
に
必
要
な
の
は
、
金
銭

的
な
支
援
だ
け
で
は
な
い
、
と
感
じ
て
い
ま
す
。
路

上
生
活
者
に
、
生
活
保
護
で
住
む
場
所
と
最
低
限
の

お
金
が
支
給
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で

生
き
て
い
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
支
援
は

大
事
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
幸
せ
と
は
言
え
な
い
、

と
、
強
く
思
い
ま
す
。
カ
マ
ボ
ー
ル
に
は
セ
ク
シ
ャ

ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
や
Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
者
も
出
演
し
て

く
れ
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
あ
り

が
ち
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
く
、
彼
女
ら
彼
ら
一
人

ひ
と
り
の
な
り
た
い
願
い
や
、
そ
の
人
の
生
き
る
力

と
い
っ
た
も
の
を
見
て
い
く
こ
と
が
、
私
が
こ
れ
か

ら
大
切
に
し
た
い
と
思
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
企
画
を
進
め
る
過
程
で
は
、
一
九
八
〇
年
代

の
労
働
者
の
雑
誌
を
集
め
た
り
、
ガ
イ
ド
を
依
頼
し

て
街
歩
き
を
し
た
の
で
す
が
、
釡
ヶ
崎
は
日
雇
い
労

働
者
の
街
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は

「
お
か
ま
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
男
娼
も
い
た
り
、
非
常

に
多
様
な
セ
ク
シ
ャ
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
暮
ら
し

て
き
た
、
懐
の
深
い
街
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
う
し
た
地
域
の
姿
を
わ
か
り
や
す
い
ス

ト
ー
リ
ー
に
回
収
し
な
い
で
、
時
に
気
ま
ぐ
れ
や
変

化
も
認
め
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
想
い
が
揺
れ
る

こ
と
も
尊
重
し
な
が
ら
、
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
大

事
な
の
か
な
、
と
、
思
い
ま
す
。

　

カ
マ
ボ
ー
ル
を
開
催
し
た
か
ら
と
い
っ
て
何
か
が

終
わ
る
わ
け
で
も
な
く
、
む
し
ろ
イ
ベ
ン
ト
が
終

わ
っ
た
あ
と
が
大
切
な
ん
だ
と
思
い
な
が
ら
、
私
は

今
も
、
コ
コ
ル
ー
ム
を
始
め
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
カ
フ
ェ
や
紙

芝
居
劇
む
す
び
や
、
い
ろ
い
ろ
な
人
の
と
こ
ろ
に
顔

を
出
し
な
が
ら
日
常
を
過
ご
し
て
い
ま
す
し
、
こ
れ

か
ら
も
そ
れ
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
事
務
局
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
外
か
ら
何
か
を
持
ち
込
む
の
で
は
な
く
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
何
か
を
一
緒
に
つ
く
っ
て

い
く
と
い
う
お
話
は
、
先
ほ
ど
の
参
加
者
の
方
か
ら

い
た
だ
い
た
、
当
事
者
の
自
発
性
と
、
そ
れ
に
関

わ
っ
て
い
く
人
た
ち
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
問
い

へ
の
、
ア
ン
サ
ー
の
一
つ
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

参
加
者
4
─
「
な
り
た
い
自
分
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
が
出
て
き
ま
す
が
、
高
齢
に
な
る
と
、
な
れ
な

か
っ
た
自
分
を
過
去
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
る
人
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
カ
マ
ボ
ー
ル
で
は
、
そ

の
過
去
の
「
な
れ
な
か
っ
た
自
分
」
が
、
未
来
の
「
な

り
た
い
自
分
」
と
し
て
、
時
間
軸
が
過
去
か
ら
未
来

へ
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
、
そ
れ
が
ラ
ン
ウ
ェ
イ
で
は

「
今
の
自
分
」
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ

い
と
思
う
。
こ
の
経
験
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
出
演

者
の
皆
さ
ん
に
変
化
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
か

ら
も
継
続
し
て
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

松
本
─
真
っ
直
ぐ
に
生
き
た
い
と
前
田
慶
次
郎
に

な
っ
た
消
し
ゴ
ム
さ
ん
は
、
カ
マ
ボ
ー
ル
以
来
自
分

の
こ
と
を
慶
次
郎
と
名
乗
る
こ
と
に
し
て
、「
慶
次

郎
コ
ー
ヒ
ー
」
と
い
う
屋
台
を
や
り
た
い
と
言
い
始

め
ま
し
た
。
自
分
は
釡
ヶ
崎
に
来
て
救
わ
れ
た
け
れ

ど
、
自
分
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
人
は
全
国
に
い
る

だ
ろ
う
か
ら
、
今
度
は
自
分
が
釡
ヶ
崎
を
持
っ
て
い

く
と
い
う
気
持
ち
で
コ
ー
ヒ
ー
屋
台
を
引
っ
張
っ
て

い
く
ん
や
と
、
も
う
一
花
咲
か
せ
た
い
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
野
望
に
つ
な
が
っ
た
り
は
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
も
っ
と
い
ろ
ん
な
変
化
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

事
務
局
─
最
後
の
ス
ラ
イ
ド
に
、
今
、
松
本
さ
ん
が

考
え
て
い
る
こ
と
と
し
て
「
な
ん
で
釡
ヶ
崎
に
い
る

の
か
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
松
本
さ
ん
は
な
ぜ

釡
ヶ
崎
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
？

松
本
─
「
な
ん
で
釡
ヶ
崎
に
い
る
の
か
」
は
、
い
つ

も
考
え
て
い
ま
す
。
と
く
に
困
窮
者
支
援
を
し
た
い

と
い
う
ポ
リ
シ
ー
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、

「
何
か
」
に
ひ
か
れ
て
、
も
う
六
年
く
ら
い
関
わ
っ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
出
会
い
も
あ
り
ま
し

た
し
、
仕
事
の
う
え
で
は
、
東
京
か
ら
来
た
一
五
歳

の
家
出
少
女
と
の
出
会
い
も
大
き
か
っ
た
。
Ｄ
Ｖ
や

ネ
グ
レ
ク
ト
か
ら
逃
げ
て
き
た
子
で
、
私
が
担
当
し

て
、
夜
中
に
呼
び
出
さ
れ
た
り
、
児
童
相
談
所
へ
迎

え
に
行
っ
た
り
し
な
が
ら
、
私
は
こ
れ
ま
で
一
生
懸

命
勉
強
し
て
き
た
言
葉
で
話
す
の
で
す
が
、
そ
れ
が

ぜ
ん
ぶ
上
滑
り
す
る
よ
う
な
感
じ
で
、
ぜ
ん
ぜ
ん
届

か
な
い
ん
で
す
ね
。
本
当
に
、
私
は
何
を
言
っ
て
い

る
ん
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
。
私
が
生
き
た
こ
と
の
な

い
現
実
を
生
き
て
い
る
子
に
対
し
て
、
自
分
の
で
き

な
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
感
じ
で
し
た
。

　

こ
こ
釡
ヶ
崎
で
は
、
そ
う
い
う
環
境
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
も
い
た
し
、
こ
れ
ま
で
多
様
性
と
か
、
共

生
と
か
、
ケ
ア
の
勉
強
も
し
て
き
た
の
で
、
自
分
は

偏
見
を
も
っ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
や
は
り

身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
す
ご
く
露
わ
に

な
っ
て
、
ボ
ロ
ボ
ロ
落
ち
て
い
く
よ
う
な
感
覚
に
陥

り
ま
す
。
お
風
呂
に
入
っ
て
い
な
い
利
用
者
さ
ん
が

来
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
臭
い
と
思
う
し
、
お
風
呂
に

入
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ
思
う
こ
と
は

あ
り
ま
す
。

事
務
局
─
松
本
さ
ん
、
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
と
て
も
生
き
生
き
と
し
て
生
々
し
く
て
、

楽
し
い
お
話
で
し
た
。
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│
老
い
、
ボ
ケ
、
死
に
向
き
合
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た
め
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演
劇
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か
ら
の
提
案
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皆
さ
ん
こ
ん
ば
ん
は
、
菅
原
で
す
。
僕
は
岡
山
県

の
県
北
、
鳥
取
県
と
の
県
境
に
あ
る
奈
義
町
と
い
う

町
で
演
劇
活
動
を
し
て
い
ま
す
。「O

iB
okkeShi

（
オ
イ
・
ボ
ッ
ケ
・
シ
）」
と
い
う
劇
団
を
主
宰
し
て

い
て
、
今
日
は
そ
の
活
動
を
皆
さ
ん
に
お
伝
え
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

O
iB

okkeShi

と
書
い
て
オ
イ
・
ボ
ッ
ケ
・
シ
と
読

み
ま
す
。
字
面
を
見
る
と
何
じ
ゃ
こ
り
ゃ
と
い
う
感

じ
で
す
が
、
意
味
は
「
老
い
」
と
「
ボ
ケ
」
と
「
死
」

で
す
。
そ
う
聞
く
と
、
つ
ら
く
て
悲
し
い
マ
イ
ナ
ス

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
老
い

た
く
な
い
し
、
ボ
ケ
た
く
な
い
し
、
死
に
た
く
な
い
。

僕
も
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
し
ば
ら
く
介

護
の
現
場
で
働
い
て
、
多
く
の
お
年
寄
り
と
接
す
る

う
ち
に
、
老
い
、
ボ
ケ
、
死
か
ら
得
る
大
切
な
こ
と

も
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
ん
で
す
。

　

僕
は
栃
木
県
出
身
で
、
大
学
時
代
は
神
奈
川
県
に

下
宿
し
て
東
京
の
大
学
に
通
い
ま
し
た
。
結
婚
し
て

か
ら
は
千
葉
県
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
千
葉
の
老
人

ホ
ー
ム
で
働
い
て
い
た
の
で
す
が
、
岡
山
県
へ
の
移

住
と
い
う
大
き
な
決
断
を
し
た
り
、
そ
こ
で
演
劇
ユ

ニ
ッ
ト
を
立
ち
上
げ
た
り
と
、
老
人
ホ
ー
ム
で
働
い

て
か
ら
よ
り
良
く
生
き
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
わ
い

て
き
ま
し
た
。
世
間
で
は
老
い
、
ボ
ケ
、
死
か
ら
目

を
背
け
た
が
る
風
潮
が
あ
り
ま
す
が
、
じ
つ
は
、
向

き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
前
向
き
に
な
れ
る
こ
と
も
あ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。O

iB
okkeShi

で
は
、
僕
が
老
人

ホ
ー
ム
で
見
て
き
た
老
い
の
豊
か
な
世
界
を
、
演
劇

な
ど
の
芸
術
文
化
を
と
お
し
て
地
域
に
発
信
し
て
い

ま
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
、
老
い
、
ボ
ケ
、
死
を
隔
離
す

る
の
で
は
な
く
、
受
け
入
れ
る
文
化
を
創
出
す
る
お

手
伝
い
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

僕
の
肩
書
き
は
、
俳
優
と
介
護
福
祉
士
で
す
。
一

〇
代
か
ら
二
〇
代
に
か
け
て
東
京
で
演
劇
活
動
を
続

け
て
き
ま
し
た
。
二
〇
代
の
終
わ
り
に
介
護
の
世
界

に
入
り
老
人
ホ
ー
ム
で
お
年
寄
り
と
接
す
る
う
ち
に
、

介
護
と
演
劇
が
も
の
す
ご
く
相
性
が
よ
い
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
。
今
日
は
そ
の
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
。

も
し
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も

や
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
ス
ラ
イ
ド
を
用

意
し
ま
し
た
の
で
、
画
面
共
有
し
な
が
ら
お
話
し
し

て
い
き
ま
す
。

O
iB

okkeShi

の
看
板
俳
優
、

お
か
じ
い
と
の
出
会
い

　

O
iB

okkeShi

の
活
動
を
始
め
た
の
は
二
〇
一
四

年
六
月
で
す
。
介
護
と
演
劇
の
相
性
の
良
さ
を
一
般

の
人
に
も
伝
え
た
く
て
、
ま
ず
最
初
に
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。
認
知
症
役
と
介
護
者
役

に
分
か
れ
て
、
認
知
症
の
方
と
の
関
わ
り
方
を
演
劇

体
験
を
通
し
て
楽
し
み
な
が
ら
考
え
る
内
容
で
す
。

介
護
っ
て
３
Ｋ
と
呼
ば
れ
て
、
き
つ
い
、
汚
い
、
給

料
安
い
と
さ
れ
て
い
る
仕
事
で
す
が
、
実
際
に
働
い

て
み
る
と
す
ご
く
や
り
が
い
が
あ
っ
た
り
、
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
な
側
面
も
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
ん
な

こ
と
も
、
演
劇
を
通
じ
て
伝
え
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

六
月
八
日
に
行
っ
た
最
初
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

参
加
者
に
、
ひ
と
り
だ
け
八
八
歳
の
高
齢
の
方
が
い

ま
し
た
。
こ
の
方
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
始
ま
る
一

時
間
半
前
、
僕
た
ち
が
準
備
し
て
い
る
時
に
来
ら
れ

て
、
会
場
に
案
内
し
よ
う
と
す
る
と
僕
の
顔
を
見
て
、

「
あ
な
た
が
菅
原
さ
ん
で
す
か
。
新
聞
で
見
る
よ
り

い
い
男
じ
ゃ
な
」
と
言
わ
れ
た
。「
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
て
話
を
聞
い
た
ら
、
同
い
年
の

妻
が
認
知
症
を
患
い
長
年
介
護
し
て
い
る
け
れ
ど
、

「
認
知
症
を
演
技
で
受
け
止
め
る
」
と
い
う
、
今
日
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
伝
え
る
新
聞
の
見
出
し
に
引
か

れ
て
来
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。
わ
ざ
わ
ざ
岡
山
市
か

ら
、
電
車
と
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
一
時
間
半
ぐ
ら
い

か
け
て
来
た
、
と
。

　

演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
体
を
使
っ
た
遊
び
を

し
て
、
そ
の
後
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
芝
居
づ
く
り

を
し
ま
す
。
そ
の
方
は
ご
高
齢
で
、
少
し
耳
が
遠
い

し
歩
く
姿
も
つ
ら
そ
う
で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参

加
す
る
の
は
難
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し

た
。
そ
れ
と
な
く
見
学
を
勧
め
た
の
で
す
が
、
自
分

の
話
を
延
々
と
続
け
て
ま
っ
た
く
聞
く
耳
を
も
ち
ま

せ
ん
。
で
、
結
局
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。

　

と
こ
ろ
が
、
最
後
に
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
つ
く
っ
た

芝
居
を
発
表
し
た
時
、
そ
の
場
に
い
た
全
員
が
驚
い

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
お
じ
い
さ
ん
、
演
技
で
は

水
を
得
た
魚
の
よ
う
に
ち
ょ
こ
ま
か
ち
ょ
こ
ま
か
動

き
回
る
ん
で
す
。
僕
は
介
護
福
祉
士
で
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
い
つ
か
転
び
そ
う
で
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し
ま
し
た
。

不
思
議
な
こ
と
に
さ
っ
き
ま
で
耳
が
遠
か
っ
た
の
に
、

芝
居
が
始
ま
る
と
い
き
な
り
耳
が
よ
く
な
っ
て
、

ど
っ
ち
が
演
技
か
わ
か
ら
な
く
な
る
く
ら
い
で
し
た
。

あ
と
で
「
あ
な
た
、
い
っ
た
い
何
者
で
す
か
？
」
と

聞
く
と
、
昔
か
ら
芸
事
が
好
き
で
、
定
年
退
職
後
は

憧
れ
の
映
画
俳
優
を
め
ざ
し
て
数
々
の
オ
ー
デ
ィ

シ
ョ
ン
を
受
け
て
き
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。
い
ち
ば

ん
演
技
経
験
が
あ
る
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
岡
山
が

ロ
ケ
地
と
な
っ
た
、
今
村
昌
平
監
督
の
映
画
「
黒
い

雨
」（
一
九
八
九
年
）
や
「
カ
ン
ゾ
ー
先
生
」（
一
九

九
八
年
）
に
も
、
エ
キ
ス
ト
ラ
で
出
演
し
た
こ
と
が

あ
る
そ
う
で
す
。［fig.

①
］

　

僕
は
そ
の
後
も
こ
の
お
じ
い
さ
ん
の
こ
と
が
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
演
技
が
大
好
き
で
、
認
知
症

の
奥
さ
ん
を
介
護
し
て
い
る
。
も
う
ま
さ
に
老
い
と

演
劇
を
体
現
し
て
い
る
人
な
ん
で
す
ね
。
で
、
そ
の

一
週
間
後
く
ら
い
に
電
話
を
か
け
る
と
、
開
口
一
番
、

「
こ
れ
は
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
受
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。「
い
や
、
違
う
け
ど

な
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
で
も
ま
ぁ
、
そ
う
い
う
こ

と
か
な
、
と
…
…
。
僕
は
こ
の
お
じ
い
さ
ん
と
一
緒

に
芝
居
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
た
。
こ
れ
が

O
iB

okkeShi

の
看
板
俳
優
、
岡
田
忠
雄
さ
ん
と
の

出
会
い
で
す
。
僕
ら
は
「
お
か
じ
い
」
っ
て
呼
ん
で

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
七
年
た
っ
て
、
岡
田
さ
ん

は
九
五
歳
。
今
も
現
役
で
舞
台
に
立
っ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

お
か
じ
い
の
言
葉
と
実
体
験
か
ら

演
劇
を
つ
く
る

　

最
初
は
ど
ん
な
芝
居
を
つ
く
る
か
ま
っ
た
く
考
え

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
岡
田
さ
ん
の
家
に
う
か
が
っ

て
、
介
護
の
話
か
ら
戦
争
の
話
ま
で
、
ひ
た
す
ら
話

を
聞
く
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
介
護
で
は
、
最
近

妻
が
外
へ
出
て
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
困
る
、

と
い
う
話
で
し
た
。
先
日
は
明
け
方
に
外
へ
出
て
し

ま
い
、
新
聞
配
達
員
と
一
緒
に
町
内
を
探
し
回
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
の
話
を
聞
い
て
、「
徘
徊
」
を
テ
ー
マ

に
演
劇
を
つ
く
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
妻
の
徘
徊
に

困
っ
て
い
る
岡
田
さ
ん
と
一
緒
に
演
劇
を
つ
く
り
な

が
ら
、
徘
徊
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

で
、
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
徘
徊
演
劇
「
よ
み
ち
に
ひ

は
く
れ
な
い
」
で
し
た
。

　
「
よ
み
ち
に
ひ
は
く
れ
な
い
」
は
岡
田
さ
ん
の
口

癖
で
す
。
岡
田
さ
ん
は
話
し
好
き
で
、
僕
が
家
に
遊

び
に
行
く
と
一
時
間
も
二
時
間
も
し
ゃ
べ
り
つ
づ
け

る
ん
で
す
。
も
う
日
が
暮
れ
る
か
ら
帰
ろ
う
と
思
っ

て
時
計
を
見
る
と
、
岡
田
さ
ん
は
「
夜
道
に
日
は
暮

れ
な
い
」
と
言
う
。
だ
か
ら
も
う
ゆ
っ
く
り
し
て
い

け
、
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
開
き
直
り
方

が
す
ご
く
よ
い
な
、
と
思
い
ま
し
た
。
せ
か
せ
か
し

な
い
で
一
緒
に
ゆ
っ
く
り
楽
し
も
う
と
、
岡
田
さ
ん

菅
原
直
樹
（
す
が
わ
ら
・
な
お
き
）

劇
作
家
、
演
出
家
、
俳
優
、
介
護

福
祉
士
。
平
田
オ
リ
ザ
主
宰
の
青

年
団
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

介
護
職
員
を
経
て
、
二
〇
一
四

年
、
東
日
本
大
震
災
を
機
に
移
住

し
た
岡
山
県
和
気
町
に
て
「
老

い
と
演
劇
」O

iB
okkeShi

を
設

立
。
演
劇
公
演
と
と
も
に
演
劇
的

手
法
を
活
用
し
た
認
知
症
ケ
ア

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
全
国
で
展

開
。
二
〇
二
〇
年
よ
り
セ
ゾ
ン
文

化
財
団
セ
ゾ
ン
・
フ
ェ
ロ
ー
Ⅰ
。

二
〇
一
八
年
度
芸
術
選
奨
文
部
科

学
大
臣
賞
新
人
賞
（
芸
術
振
興
部

門
）
な
ど
を
受
賞
。

レ
ク
チ
ャ
ー
編
│
第
六
回
│
二
〇
二
二
年
二
月
八
日
（
金
曜
日
）
一
九

：

〇
〇
─
二
一

：

〇
〇

老
い
、
ボ
ケ
、
死
に
向
き
合
う
た
め
の
「
演
劇
」 

│
劇
団O

iB
okkeShi

の
活
動
か
ら
の
提
案

菅
原
直
樹
─
俳
優
、
介
護
福
祉
士
、
劇
団
「
老
い
と
演
劇
」O

iBokkeShi

主
宰

fig.①
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
6回
│
老
い
、
ボ
ケ
、
死
に
向
き
合
う
た
め
の「
演
劇
」 ─

 劇
団

O
iB

okkeShiの
活
動
か
ら
の
提
案

レ
ク
チ
ャ
ー
編

が
言
う
と
何
か
と
て
も
味
わ
い
深
い
言
葉
だ
な
と

思
っ
て
、
そ
れ
で
タ
イ
ト
ル
に
し
ま
し
た
。［fig.

②
］

　

徘
徊
が
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、
舞
台
は
ま
ち
な
か
、

実
際
の
和
気
町
の
商
店
街
で
す
。
こ
こ
も
昔
は
栄
え

て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
ア
ー
ケ
ー
ド
が
な
く
な
っ

た
り
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
ろ
さ
れ
た
り
と
、
ち
ょ
っ
と

寂
し
い
感
じ
で
す
が
、
こ
こ
で
や
り
ま
し
た
。
最
初

は
駅
の
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
主
人
公
は
、
私

が
演
じ
る
二
〇
年
ぶ
り
に
和
気
町
に
帰
省
し
た
青
年

で
す
。
青
年
が
駅
の
改
札
か
ら
ロ
ー
タ
リ
ー
に
出
る

と
、
そ
こ
に
見
覚
え
の
あ
る
お
じ
い
さ
ん
の
後
ろ
姿

が
あ
り
、
昔
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
た
近
所
の
お
じ
い

さ
ん
と
再
会
し
ま
す
。

　

す
る
と
お
じ
い
さ
ん
は
、「
認
知
症
を
患
う
妻
が
、

最
近
外
に
出
て
困
っ
て
い
る
。
今
も
い
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
」
と
言
う
。
青
年
は
「
じ
ゃ
あ
一
緒
に
探

そ
う
」
と
言
っ
て
、
二
〇
年
ぶ
り
の
変
わ
り
果
て
た

商
店
街
で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
探
す
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
で
す
。
観
客
は
役
者
に
つ
い
て
駅
か
ら
ロ
ー
タ

リ
ー
、
商
店
街
へ
と
移
動
し
な
が
ら
観
劇
し
、
通
行

人
に
「
お
ば
あ
さ
ん
見
か
け
ま
せ
ん
で
し
た
か
」
な

ど
と
問
い
か
け
る
様
子
を
ず
っ
と
見
て
い
る
。
そ
の

通
行
人
も
俳
優
で
す
が
、
実
際
の
商
店
街
で
す
か
ら

役
者
と
観
客
の
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
、
観
客
に
は
「
徘
徊
中
」
と
書
い
た
黄
色
い
パ

ス
を
つ
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。［fig.

③
］

　

岡
田
さ
ん
は
舞
台
に
か
け
る
情
熱
は
も
の
す
ご
い

ん
で
す
が
、
セ
リ
フ
を
覚
え
る
気
は
一
向
に
な
い
。

ど
う
す
れ
ば
こ
の
人
と
一
緒
に
芝
居
が
つ
く
れ
る
ん

だ
ろ
う
か
と
考
え
て
、
目
を
つ
け
た
の
が
い
つ
も
僕

に
し
て
く
れ
る
話
で
し
た
。
台
本
を
覚
え
て
も
ら
う

の
で
は
な
く
、
岡
田
さ
ん
自
身
の
話
を
台
本
に
組
み

込
ん
だ
。
そ
う
し
た
ら
岡
田
さ
ん
、
も
う
台
本
を

ま
っ
た
く
見
な
い
で
も
完
璧
な
演
技
を
し
て
く
れ
ま

し
た
。
今
も
そ
ん
な
感
じ
で
、
岡
田
さ
ん
の
言
い
そ

う
な
セ
リ
フ
で
芝
居
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
芝
居
に
は
実
際
の
商
店
街
の
方
々
に
も
出
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
突
然
「
芝
居
を
や
り
ま
せ
ん

か
」
と
言
っ
て
も
、
演
劇
文
化
が
あ
る
わ
け
で
も
な

い
和
気
町
で
は
な
か
な
か
皆
さ
ん
手
を
上
げ
て
く
れ

ま
せ
ん
。
な
の
で
商
店
街
の
方
に
は
お
願
い
し
て
、

自
分
の
店
で
自
分
の
役
を
演
じ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

時
計
屋
さ
ん
を
始
め
み
ん
な
演
劇
経
験
は
な
い
け
れ

ど
、
自
分
の
店
や
自
分
に
関
し
て
は
プ
ロ
で
す
か
ら
、

本
番
で
は
い
つ
も
よ
り
一
．五
倍
く
ら
い
堂
々
と
接

客
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
は
演
劇
の
面

白
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
演
劇
を
し
た
こ
と

が
な
い
人
で
も
、
当
て
書
き
（
そ
の
人
に
合
わ
せ
て

セ
リ
フ
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
書
く
こ
と
）
を
す
れ
ば
、

最
初
か
ら
才
能
を
発
揮
し
て
く
れ
ま
す
。［fig.

④
］

　

僕
は
こ
れ
ま
で
、
全
国
各
地
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
し
て
き
ま
し
た
。
参
加
者
に
は
ほ
と
ん
ど
演
劇
経

験
が
な
い
の
で
す
が
、
演
技
を
し
て
も
ら
う
と
結
構

う
ま
く
て
、
な
り
き
っ
て
や
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
人
っ
て
や
っ
ぱ
り
社
会
の
中
で
も
役
を
演
じ
て

い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
小
・
中
学
生
は
ま
だ

ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
、
仲
間
内
で
ご
に
ょ

ご
に
ょ
し
ゃ
べ
っ
た
り
し
て
な
か
な
か
難
し
い
で
す

が
、
大
学
生
や
社
会
人
は
、
最
初
か
ら
皆
さ
ん
す
ば

ら
し
い
演
技
を
し
て
く
れ
ま
す
。

認
知
症
の
人
の
行
動
や

心
理
と
出
会
う
演
劇

　

こ
う
い
う
お
芝
居
で
は
、
観
客
は
何
が
現
実
で
何

が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
か
、
そ
の
境
界
が
ど
ん
ど
ん

曖
昧
に
な
っ
て
き
ま
す
。
普
通
の
通
行
人
が
演
劇
の

俳
優
に
見
え
た
り
、
町
の
音
が
演
劇
の
た
め
の
Ｂ
Ｇ

Ｍ
に
聞
こ
え
て
き
た
り
す
る
。
そ
れ
が
こ
の
徘
徊
演

劇
の
大
き
な
特
徴
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

最
初
は
認
知
症
の
お
ば
あ
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
た

と
、
介
護
者
の
疑
似
体
験
か
ら
始
ま
る
の
で
す
が
、

ス
ト
ー
リ
ー
が
進
む
に
つ
れ
、
じ
つ
は
そ
の
お
ば
あ

さ
ん
は
も
う
亡
く
な
っ
て
い
て
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
で

認
知
症
を
発
症
し
た
お
じ
い
さ
ん
が
も
う
い
な
い
お

ば
あ
さ
ん
を
探
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
み
た

い
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
す
る
と
観
客
は
、
自

分
た
ち
は
今
、
何
の
た
め
に
歩
い
て
い
る
ん
だ
ろ
う

と
、
ち
ょ
っ
と
徘
徊
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ

て
く
る
。
で
す
か
ら
こ
の
芝
居
に
参
加
す
る
と
、
介

護
者
や
認
知
症
の
人
が
見
て
い
る
世
界
を
想
像
す
る

き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
感
じ
の
お
芝
居
で
す
。

　

も
う
少
し
説
明
し
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
「
ぼ
く

の
パ
パ
は
サ
ム
ラ
イ
だ
か
ら
」
と
い
う
第
3
回
公
演

で
す
。［fig.

⑤
］
ぼ4

く
の
、
パ4

パ
は
、
サ4

ム
ラ
イ
、
だ4

か
ら
、
で
、
略
し
て
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
。
介
護
や
医
療
関
係

者
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ

Ｄ
は
、
認
知
症
に
と
も
な
う
行
動
と
心
理
症
状

（B
ehavioral and Psychological Sym

ptom
s of 

D
em

entia

）
の
頭
文
字
を
採
っ
た
言
葉
で
す
。
昔
で

い
う
問
題
行
動
で
す
ね
。
徘
徊
や
暴
言
な
ど
、
介
護

者
を
困
ら
せ
る
よ
う
な
認
知
症
の
人
の
行
動
を
現
在

で
は
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
と
い
い
ま
す
。
こ
の
お
芝
居
は
在
宅

介
護
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
て
、
息
子
が
、
認
知
症
で

寝
た
き
り
の
、
高
齢
の
お
と
う
さ
ん
を
介
護
し
て
い

ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
お
と
う
さ
ん
は
、
夜
中
に
な
る
と

刀
を
持
っ
て
振
り
回
す
ん
で
す
。
立
派
な
問
題
行
動

で
す
よ
ね
。
で
も
そ
の
人
生
を
紐
解
い
て
み
る
と
、

も
と
は
斬
ら
れ
役
の
俳
優
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
京
都
・
太
秦
の
撮
影
所
で
活
躍
し
た
大
部
屋
俳

優
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
や
個
性
を
知
る

と
、
そ
の
行
動
の
見
え
方
も
変
わ
り
ま
す
。
介
護
者

を
困
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が

生
き
生
き
し
て
い
た
時
代
に
戻
っ
て
い
る
だ
け
だ
、

と
。
そ
う
す
る
と
関
わ
り
方
も
変
わ
っ
て
き
て
、
押

さ
え
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
も
刀
を

持
っ
て
斬
っ
て
あ
げ
れ
ば
い
い
。
そ
う
す
れ
ば
み
ご

と
に
斬
ら
れ
る
演
技
を
披
露
し
て
く
れ
る
。
問
題
行

動
、
問
題
行
動
と
言
う
け
れ
ど
、
そ
の
人
の
人
生
や

個
性
を
知
る
と
、
見
え
方
や
関
わ
り
方
が
変
わ
る
の

で
は
な
い
か
。
ぼ
く
の
パ
パ
は
サ
ム
ラ
イ
だ
か
ら
、

Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
な
ん
で
す
ね
。

　

こ
の
息
子
は
あ
ま
り
カ
タ
ギ
じ
ゃ
な
い
人
で
、
介

護
な
ん
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
く
て
ひ
ど
い
介
護
を

し
て
い
る
。
そ
こ
へ
妖
艶
な
謎
の
女
性
が
現
れ
る
。

彼
女
は
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
で
、

│
こ
う
い
う
ヘ
ル

パ
ー
さ
ん
が
実
際
に
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
こ
の
時
九
〇
歳
を
迎
え
て
い
た
岡
田
さ
ん
に

劇
作
家
の
僕
か
ら
の
さ
さ
や
か
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し

て
、
劇
中
に
こ
の
女
性
と
の
ベ
ッ
ド
シ
ー
ン
を
入
れ

ま
し
た
。
と
い
っ
て
も
、
オ
ム
ツ
交
換
な
ん
で
す
け

れ
ど
ね
（
笑
）。
タ
バ
コ
介
助
の
シ
ー
ン
も
あ
り
ま

す
。
岡
田
さ
ん
は
九
一
か
九
二
歳
ま
で
ず
っ
と
ヘ

ビ
ー
ス
モ
ー
カ
ー
で
し
た
が
、
脳
梗
塞
に
な
っ
た
時
、

お
医
者
さ
ん
か
ら
「
舞
台
を
取
る
か
タ
バ
コ
を
取
る

か
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
で
、
今
は
舞
台
を

取
っ
て
禁
煙
し
て
い
る
。

　

岡
田
さ
ん
演
じ
る
お
と
う
さ
ん
が
と
く
に
生
き
生

き
す
る
の
は
刀
を
持
っ
た
時
で
、
も
う
俳
優
そ
の
も

の
の
顔
で
す
。［fig.

⑥
］
最
初
は
認
知
症
の
妻
と
の

関
わ
り
に
困
っ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者

だ
っ
た
岡
田
さ
ん
は
、
す
っ
か
り
演
劇
に
の
め
り
込

ん
で
、
俳
優
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
「
舞
台
の

上
で
死
ね
た
ら
本
望
だ
」
と
言
っ
て
、
僕
を
驚
か
せ

ま
し
た
。
僕
み
た
い
な
若
い
俳
優
が
言
う
な
ら
、

「
あ
あ
、
そ
れ
く
ら
い
好
き
な
ん
だ
ね
」
と
あ
し
ら
わ

れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
岡
田
さ
ん
が
言
う
と
リ
ア
ル

だ
し
重
い
し
、
お
医
者
さ
ん
や
看
護
師
仲
間
を
集
め

な
き
ゃ
い
け
な
い
よ
う
な
気
に
な
る
。
一
時
期
劇
団

fig.②

fig.③

fig.④fig.⑤
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に
は
、
葬
儀
屋
さ
ん
は
い
た
ん
で
す
け
ど
ね
（
笑
）。

岡
田
さ
ん
は
死
ん
だ
ふ
り
も
も
の
す
ご
く
う
ま
く
て
、

こ
ち
ら
が
ヒ
ヤ
ッ
と
す
る
く
ら
い
で
し
た
。
と
、
こ

ん
な
感
じ
の
お
芝
居
で
す
。

お
年
寄
り
ほ
ど

絵
に
な
る
俳
優
は
い
な
い

　

僕
が
老
人
ホ
ー
ム
で
働
い
て
実
感
し
た
の
は
、

や
っ
ぱ
り
高
齢
者
ほ
ど
よ
い
俳
優
は
い
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
歩
く
姿
が
絵
に
な
る
ん
で
す
。
い

ろ
い
ろ
な
お
年
寄
り
が
い
て
、
僕
は
、
い
ち
い
ち
俳

優
と
し
て
負
け
て
い
る
な
っ
て
感
じ
ま
し
た
。
た
だ

歩
い
て
い
る
だ
け
で
観
客
を
引
き
つ
け
る
、
最
高
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ー
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
し
か
も
お
話

を
聞
く
と
、
皆
さ
ん
八
〇
年
、
九
〇
年
と
生
き
て
い

る
の
で
、
人
生
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
膨
大
に
あ
る
。
シ

ベ
リ
ア
抑
留
の
経
験
が
あ
っ
た
り
、
満
州
で
青
春
時

代
を
過
ご
し
た
り
と
、
若
い
僕
に
は
想
像
も
で
き
な

い
よ
う
な
激
動
の
時
代
を
生
き
て
き
た
方
々
ば
か
り

で
す
。
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
人
生
の
ス
ト
ー
リ
ー
が

た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
お
年
寄
り

に
舞
台
の
上
を
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
も
ら
っ
て
、
バ
ッ

ク
に
そ
の
人
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
字
幕
で
流
れ
た
ら
、

そ
れ
だ
け
で
立
派
な
演
劇
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。
い
つ
か
お
年
寄
り
と
一
緒
に
芝
居
が

つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
運
良
く
と

い
う
か
、
本
当
に
運
命
の
よ
う
に
岡
田
さ
ん
と
出
会

え
て
、
こ
れ
ま
で
芝
居
づ
く
り
を
し
て
く
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

老
人
ホ
ー
ム
に
は
認
知
症
の
方
や
、
胃
に
穴
を
開

け
て
栄
養
補
給
し
て
い
る
胃
ろ
う
の
方
、
寝
た
き
り

の
方
な
ど
、
い
ろ
ん
な
方
が
い
ま
す
。
僕
は
老
人

ホ
ー
ム
で
働
い
て
い
て
、
そ
う
い
う
方
々
と
向
き
合

う
な
か
で
、「
生
き
る
っ
て
何
な
ん
だ
ろ
う
」
と
か
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
な
ん
だ
ろ
う
」
と
、

根
源
的
な
疑
問
と
も
向
き
合
う
機
会
が
増
え
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
考
え
た
こ
と
を
、
演
劇
と
し
て
発
表

し
た
い
と
思
っ
た
。
そ
の
時
に
思
っ
た
の
は
、
高
齢

者
と
一
緒
に
芝
居
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
こ
と
と
、

も
う
一
つ
は
、
老
人
ホ
ー
ム
で
質
の
高
い
お
芝
居
が

発
表
で
き
た
ら
よ
い
な
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
と

い
う
の
も
、
老
人
ホ
ー
ム
っ
て
な
か
な
か
訪
れ
な
い

場
所
で
す
よ
ね
。
家
族
が
入
所
し
た
ら
面
会
に
行
く

機
会
は
で
き
ま
す
が
、
地
域
の
人
は
な
か
な
か
足
を

踏
み
入
れ
な
い
。
な
の
で
、
老
人
ホ
ー
ム
で
考
え
た

こ
と
な
ど
を
演
劇
作
品
で
発
表
し
て
、
そ
れ
を
地
域

の
方
々
に
見
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た

ら
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
「
カ
メ
ラ
マ
ン
の
変
態
」
と
い
う
第
四
作

品
目
の
芝
居
で
、
美
作
市
の
老
人
ホ
ー
ム
で
上
演
し

ま
し
た
。［fig.

⑦
］
美
作
は
岡
田
さ
ん
の
住
ま
い
か

ら
ク
ル
マ
で
一
時
間
ほ
ど
の
町
で
、
二
日
間
の
公
演

の
送
り
迎
え
が
大
変
だ
な
と
思
っ
て
ホ
ー
ム
の
施
設

長
に
相
談
す
る
と
、
一
つ
あ
る
空
き
部
屋
を
使
っ
て

い
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・

レ
ジ
デ
ン
ス
な
の
か
、
老
人
ホ
ー
ム
の
お
試
し
体
験

な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
感
じ
に
な
っ
て
…
…

（
笑
）。
施
設
長
が
気
を
利
か
せ
て
、
扉
に
「
控
室
」っ

て
貼
っ
て
く
れ
て
、
大
物
俳
優
の
よ
う
な
感
じ
で
老

人
ホ
ー
ム
を
借
り
ま
し
た
。

　

上
演
の
受
付
で
は
、
ホ
ー
ム
の
利
用
者
や
入
居
者

に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
開
演
待
ち
の
時
間

に
は
入
居
者
が
普
通
に
食
事
し
て
い
て
、
家
族
が
介

助
し
て
い
た
り
も
す
る
。
で
、
お
芝
居
が
始
ま
る
と

こ
ん
な
感
じ
で
す
。［fig.

⑧
］
淡
々
と
し
た
食
事
介

fig.⑥
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編

助
の
風
景
が
あ
り
、
バ
ッ
ク
に
そ
の
お
じ
い
さ
ん
の

人
生
ス
ト
ー
リ
ー
が
流
れ
る
。
岡
田
さ
ん
に
は
、
脳

梗
塞
の
後
遺
症
で
言
語
障
害
の
あ
る
お
じ
い
さ
ん
を

演
じ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
切
し
ゃ
べ
ら
な
い
。
岡

田
さ
ん
の
お
し
ゃ
べ
り
が
あ
ま
り
に
も
長
い
の
で
、

ち
ょ
っ
と
黙
ら
せ
よ
う
と
思
っ
て
つ
く
っ
た
役
で
す

（
笑
）。
意
思
表
示
は
こ
の
鈴
の
音
。
彼
は
も
と
カ
メ

ラ
マ
ン
で
、
介
助
を
し
て
も
ら
い
な
が
ら
写
真
を
撮

る
、
と
い
う
お
芝
居
で
す
。

誰
も
が
自
分
に
合
っ
た

役
割
を
求
め
て
い
る

　

O
iB

okkeShi

の
活
動
は
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
感

じ
で
す
。
岡
田
さ
ん
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
初
め
て

出
会
っ
た
時
、
岡
田
さ
ん
は
会
う
な
り
僕
を
「
監

督
」
と
呼
び
ま
し
た
。
当
時
の
僕
は
俳
優
し
か
経
験

が
な
く
、
作
・
演
出
は
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
な
の
で
、「
い
や
、
監
督
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け

ど
な
」
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
岡
田
さ
ん
は
役
割
を

求
め
て
い
る
ん
だ
な
と
思
い
、
僕
は
そ
の
監
督
役
を

引
き
受
け
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
役
割
っ
て
す
ご
く

重
要
で
す
よ
ね
。
人
は
自
分
に
合
っ
た
役
割
を
見
つ

け
る
と
、
い
き
な
り
輝
き
出
す
。
こ
れ
は
子
ど
も
か

ら
お
年
寄
り
ま
で
、
す
べ
て
の
人
に
言
え
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

老
人
ホ
ー
ム
の
お
年
寄
り
も
、
こ
れ
ま
で
の
人
生

で
は
主
婦
役
だ
っ
た
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
役
だ
っ
た

り
、
父
親
役
だ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
役
を
も
っ
て

生
き
て
き
た
わ
け
で
す
。
や
が
て
子
ど
も
が
巣
立
ち
、

定
年
退
職
し
、
認
知
症
を
発
症
し
て
老
人
ホ
ー
ム
に

入
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
役
割
を
奪
わ
れ
て

い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
も

生
き
て
い
る
限
り
、
人
っ
て
や
っ
ぱ
り
役
割
を
も
ち

た
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
。

　

介
護
職
員
の
仕
事
と
し
て
食
事
、
排
泄
、
入
浴
の

介
助
も
す
ご
く
大
切
で
す
が
、
一
方
で
、
そ
の
お
年

寄
り
に
合
っ
た
役
割
を
見
つ
け
る
こ
と
も
す
ご
く
大

切
な
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
の
今
の
状
態
を

把
握
し
て
、
人
生
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
耳
を
傾
け
、
そ

の
人
に
合
っ
た
役
割
を
見
つ
け
る
。
人
生
そ
れ
ぞ
れ

で
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
っ
て
と
て

も
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
で
、
ど
こ
か
演
出
家
の

仕
事
に
も
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
演
出
家
の
仕
事

は
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
解
き
、
俳
優
に
役
を
与
え
て
、

共
演
者
や
舞
台
装
置
、
小
道
具
な
ど
の
環
境
を
準
備

し
て
、
俳
優
に
生
き
生
き
と
演
じ
て
も
ら
う
こ
と
な

ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
俳
優
は
、
い
い
演
出
に
め
ぐ
り

会
う
と
い
き
な
り
輝
き
出
す
ん
で
す
。

　

老
人
ホ
ー
ム
の
お
年
寄
り
た
ち
も
、
自
分
に
合
っ

た
役
割
を
見
つ
け
る
と
、
職
員
や
家
族
が
驚
く
よ
う

な
身
体
能
力
、
認
知
機
能
を
発
揮
し
ま
す
。
そ
れ
が

か
つ
て
の
自
分
の
仕
事
だ
っ
た
り
す
る
場
合
も
多
く
、

マ
イ
ク
を
渡
し
た
ら
流
暢
な
挨
拶
を
始
め
た
お
年
寄

り
は
、
も
と
議
員
さ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
は

本
当
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
う
い
う
姿
を
見
る
と
、

介
護
っ
て
や
っ
ぱ
り
す
ご
く
面
白
い
と
い
う
か
、
感

動
的
で
す
。
認
知
症
に
な
っ
た
り
障
害
を
も
っ
た
り

し
て
、
生
き
て
い
く
の
も
嫌
だ
と
思
っ
て
い
た
方
が
、

何
か
を
き
っ
か
け
に
「
よ
し
、
も
う
ち
ょ
っ
と
頑

張
っ
て
み
る
か
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
そ
う
い

う
瞬
間
に
立
ち
会
え
る
、
も
し
く
は
、
そ
う
い
う
機

会
を
一
緒
に
つ
く
れ
る
こ
と
は
す
ご
く
楽
し
い
し
、

や
り
が
い
の
あ
る
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

看
板
俳
優
の
岡
田
さ
ん
は
九
五
歳
、
今
年
九
六
歳

に
な
り
ま
す
が
、
俳
優
と
い
う
役
割
を
ま
っ
と
う
し

て
い
て
、「
俳
優
に
定
年
は
な
い
。
歩
け
な
く
な
っ

た
ら
車
椅
子
の
役
、
寝
た
き
り
に
な
っ
た
ら
寝
た
き

り
の
役
、
最
後
に
は
棺
桶
に
入
る
役
が
で
き
る
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。
老
い
る
の
は
つ
ら
い
こ
と
の
連
続

だ
と
思
う
の
で
す
が
、
岡
田
さ
ん
は
そ
れ
を
表
現
に

昇
華
し
て
、
そ
う
や
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
受
け
入

れ
て
い
る
の
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

介
護
者
に
は
、
時
に
演
技
も
必
要
だ

　

僕
が
介
護
と
演
劇
の
相
性
が
よ
い
と
感
じ
た
の
は
、

お
年
寄
り
ほ
ど
い
い
俳
優
は
い
な
い
と
思
っ
た
か
ら

で
す
が
、
も
う
一
つ
は
、
介
護
者
も
俳
優
に
な
っ
た

方
が
い
い
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。
と
く
に
認
知
症
の

方
と
関
わ
る
時
に
は
、
演
技
は
有
効
だ
と
思
う
。
皆

さ
ん
の
多
く
は
演
劇
経
験
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
で
も

み
ん
な
日
常
生
活
で
は
演
技
し
て
い
る
と
思
う
。
例

え
ば
警
察
官
は
警
察
官
ら
し
く
振
舞
う
け
れ
ど
、
妻

の
前
で
は
夫
で
、
子
ど
も
の
前
で
は
お
父
さ
ん
と
、

状
況
に
よ
っ
て
演
じ
分
け
て
い
る
。

　

た
だ
、
介
護
現
場
で
の
演
技
は
明
ら
か
に
演
技
だ

と
実
感
し
ま
し
た
。
僕
は
老
人
ホ
ー
ム
の
廊
下
で
、

向
こ
う
か
ら
来
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
、「
あ
ら
、
時
計

屋
さ
ん
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
い
や

い
や
、
僕
、
介
護
職
員
で
す
。
時
計
屋
さ
ん
で
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
す
れ
違
っ
て
、
で
、
ま
た
次

に
会
う
と
「
あ
ら
、
時
計
屋
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
ら

れ
る
。
こ
の
時
僕
は
、
介
護
職
員
と
し
て
俳
優
に

な
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す

ね
。

　

皆
さ
ん
の
中
に
は
、
認
知
症
の
人
と
関
わ
り
を

も
っ
た
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
認

知
症
の
方
の
言
動
を
受
け
入
れ
る
の
か
正
す
の
か
で

悩
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

僕
が
初
め
て
出

会
っ
た
認
知
症
の
人
は
僕
の
母
方
の
祖
母
で
、
高
校

二
年
の
頃
で
し
た
。「
タ
ン
ス
の
中
に
人
が
い
る
」

と
言
っ
た
り
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
出
会
っ
た
高
齢
男

性
が
好
き
に
な
り
、
家
の
前
を
ク
ル
マ
が
通
る
た
び

に
彼
が
迎
え
に
来
た
と
思
っ
て
外
へ
出
て
し
ま
い
、

徘
徊
を
始
め
て
し
ま
う
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
奇
妙
な
体

験
を
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
ど
う
関
わ
れ
ば
い
い
の

か
。「
い
や
い
や
、
タ
ン
ス
の
中
に
人
は
い
な
い
で

し
ょ
う
」
と
正
す
の
か
、「
タ
ン
ス
の
中
に
人
い
た
ね
。

あ
ぁ
、
そ
う
だ
、
何
か
食
べ
物
を
持
っ
て
行
っ
て
あ

げ
よ
う
か
」
と
受
け
入
れ
る
の
か
、
す
ご
く
悩
ん
だ

こ
と
を
今
で
も
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
一
〇
年
経
っ
て
介
護
職
員
と
し
て
老
人

ホ
ー
ム
で
働
く
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
認
知
症
の
方

と
接
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
か
ら
心
が

け
て
い
る
の
は
、
認
知
症
の
人
の
言
動
は
や
っ
ぱ
り

で
き
る
だ
け
受
け
入
れ
た
方
が
い
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
正
し
て
い
て
は
、
介
護
す
る
方
も
さ
れ
る
方

も
幸
せ
に
な
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
。
タ
ン

ス
の
例
で
い
え
ば
、「
い
や
、
い
な
い
で
し
ょ
う
。

じ
ゃ
あ
見
て
確
か
め
て
み
よ
う
…
…
」
と
い
う
展
開

は
、
や
は
り
何
か
言
い
負
か
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う

で
、
あ
ま
り
気
持
ち
が
良
く
な
い
ん
で
す
ね
。

fig.⑦

fig.⑧
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確
か
に
認
知
症
の
方
に
は
、
こ
ち
ら
か
ら
見
る
と

お
か
し
な
言
動
が
増
え
ま
す
。
記
憶
障
害
な
ど
の
中

核
症
状
（
脳
細
胞
の
死
滅
や
機
能
の
低
下
に
よ
っ
て

起
こ
る
障
害
）
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
も
う
仕
方
が

な
い
ん
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ち
い
ち
言
動

を
正
し
た
り
失
敗
を
指
摘
し
て
は
、
認
知
症
の
人
の

気
持
ち
は
か
な
り
傷
つ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

理
論
や
理
屈
は
通
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
喜
怒
哀
楽
と
い
っ
た
感
情
は

し
っ
か
り
残
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
認
知
症
の
方

と
関
わ
る
時
に
は
、
理
論
や
理
屈
で
は
な
く
感
情
に

寄
り
添
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん

で
す
。
そ
の
た
め
に
は
僕
ら
の
常
識
で
は
間
違
っ
て

い
て
も
、
見
た
ふ
り
を
し
た
り
し
て
受
け
入
れ
た
り

す
る
、
そ
う
い
う
「
演
技
」
が
す
ご
く
必
要
に
な
っ

て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

「
イ
エス
ア
ン
ド
ゲ
ー
ム
」
介
護
バ
ー
ジョン

　

じ
ゃ
あ
こ
こ
で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
四
名
く
ら
い
に
手
を
挙
げ
て
い

た
だ
け
る
と
、
い
ち
ば
ん
い
い
の
で
す
が
…
…
。
そ

ん
な
に
難
し
い
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
い
つ
も
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
皆
さ
ん
に
や
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
か

ら
、
演
技
経
験
、
介
護
経
験
が
な
く
て
も
大
丈
夫
で

す
。（
手
を
挙
げ
た
五
名
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参

加
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
こ
れ
か
ら
「
イ

エ
ス
ア
ン
ド
ゲ
ー
ム
」
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
プ

ロ
（Im

provisation

＝
即
興
、
即
興
演
劇
）
と
い
っ

て
、
即
興
演
劇
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
よ
く
や
る
メ

ニ
ュ
ー
で
す
。
二
人
一
組
で
、
ま
ず
最
初
の
一
人
が

「
旅
行
に
行
き
た
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
何
か
提
案
を

し
ま
す
。
も
う
一
人
は
そ
の
提
案
を
受
け
て
、
自
分

が
そ
う
し
た
い
か
し
た
く
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

ま
ず
「
い
い
ね
（
イ
エ
ス
）」
と
応
え
る
。
す
べ
て
肯

定
で
す
。
そ
し
て
ア
ン
ド
は
、「
レ
ン
タ
カ
ー
借
り

て
こ
よ
う
か
」
と
か
「
友
だ
ち
を
集
め
よ
う
か
」
み

た
い
に
、
自
分
の
意
見
を
つ
け
加
え
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
提
案
を
実
現
す
る
た
め
の
提
案
や
、
さ

ら
に
面
白
く
す
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
を
つ
け
足
す
。

こ
れ
が
イ
エ
ス
ア
ン
ド
ゲ
ー
ム
で
、
今
回
は
僕
が
つ

く
っ
た
そ
の
介
護
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
や
っ
て
み
よ
う
と

思
い
ま
す
。

　

介
護
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
二
人
一
組
で
、
最
初
は
Ａ
さ

ん
と
Ｂ
さ
ん
で
お
芝
居
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
Ａ
さ

ん
が
認
知
症
の
お
年
寄
り
役
、
Ｂ
さ
ん
が
介
護
職
員

役
で
す
。
ゲ
ー
ム
は
介
護
職
員
役
の
Ｂ
さ
ん
の
声
が

け
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
声
が
け
に
は
食
事
と
排
泄
と

入
浴
の
三
大
介
護
に
対
応
す
る
三
つ
が
あ
っ
て
、
そ

の
ど
れ
で
も
い
い
で
す
。「
Ａ
さ
ん
、
ご
は
ん
の
時

間
で
す
よ
」、「
Ａ
さ
ん
、
お
風
呂
に
行
き
ま
し
ょ
う

か
」、「
Ａ
さ
ん
、
お
手
洗
い
に
行
き
ま
し
ょ
う
か
」

と
い
う
よ
う
に
声
が
け
し
て
く
だ
さ
い
。「
○
○
し

ま
し
ょ
う
か
」
だ
け
で
も
い
い
で
す
。
お
年
寄
り
役

の
Ａ
さ
ん
は
、
そ
れ
に
少
し
文
脈
の
ズ
レ
た
願
望
を

言
っ
て
く
だ
さ
い
。「
田
植
え
を
し
た
い
」、「
宇
宙

へ
行
き
た
い
」、「
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
に
な
り
た
い
」
な

ど
、
な
ん
で
も
い
い
で
す
。
介
護
者
を
困
ら
せ
る
よ

う
な
こ
と
や
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
こ
と
で
も
大
丈
夫
で

す
。

　

た
だ
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
自
由
す
ぎ
て
、
真
面

目
な
人
ほ
ど
苦
労
し
て
し
ま
い
ま
す
。
先
日
高
校
生

と
こ
の
ゲ
ー
ム
を
し
た
ら
、
若
い
人
は
柔
軟
性
が

あ
っ
て
、「
マ
グ
ロ
に
な
り
た
い
」
と
か
「
ピ
ン
ク
色

に
な
り
た
い
」、「
こ
の
施
設
を
爆
破
し
た
い
」
と
、

け
っ
こ
う
い
ろ
い
ろ
出
て
き
ま
し
た
。
難
し
い
と
感

じ
る
人
は
、
自
分
の
趣
味
や
学
生
時
代
の
部
活
動
を

思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
と
に
か
く
少
し
で
も

ズ
レ
て
い
れ
ば
い
い
ん
で
す
。

　

す
る
と
介
護
職
員
は
「
え
っ
」
と
、
び
っ
く
り
す

る
。「
い
や
い
や
、
ご
は
ん
で
す
よ
」
と
言
い
た
く
な

る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
イ
エ
ス
ア
ン
ド
ゲ
ー
ム
な
の
で
、

例
え
ば
「
野
球
選
手
に
な
り
た
い
」
と
言
わ
れ
た
ら
、

「
あ
、
い
い
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
バ
ッ
ト
と
グ
ロ
ー
ブ

を
用
意
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
感
じ
で
返
し
て
く

だ
さ
い
。
こ
れ
で
イ
エ
ス
ア
ン
ド
で
、
お
し
ま
い
に

な
り
ま
す
。
で
、
次
は
Ｂ
さ
ん
と
Ｃ
さ
ん
で
、
Ｂ
さ

ん
は
今
度
は
お
年
寄
り
役
に
替
わ
り
ま
す
。
そ
ん
な

ふ
う
に
両
方
の
役
を
体
験
し
な
が
ら
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
し
て
い
き
、
一
周
し
た
ら
二
周
目
に
入
り
ま
す
。

普
段
は
二
周
く
ら
い
や
る
の
で
す
が
、
今
日
は
時
間

が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
一
周
に
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
お
年
寄
り
役
の
時
に
何
を
言
う
か
、
考
え

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
考
え
て
お
か
な
い
と
、
順
番

が
き
た
時
に
真
っ
白
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
…
…
。

先
日
「
ご
は
ん
の
時
間
で
す
よ
」
に
「
死
に
た
い
」

と
言
っ
た
人
が
い
て
、
で
も
イ
エ
ス
ア
ン
ド
ゲ
ー
ム

な
の
で
、「
い
い
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
ち
ょ
っ
と
薬
で

す
か
、
ロ
ー
プ
な
ん
か
持
っ
て
き
ま
し
ょ
う
か
」
と

返
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
い
い

で
す
。
ぜ
ん
ぶ
イ
エ
ス
ア
ン
ド
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

れ
と
、
こ
れ
は
高
齢
の
方
に
多
い
の
で
す
が
、
延
々

と
長
い
二
人
芝
居
を
始
め
て
し
ま
う
組
が
必
ず
出
て

き
て
し
ま
う
（
笑
）。

　

い
い
で
す
か
、「
ご
は
ん
の
時
間
で
す
よ
」「
空
を

飛
び
た
い
」「
じ
ゃ
あ
ち
ょ
っ
と
タ
ケ
コ
プ
タ
ー

持
っ
て
き
ま
し
ょ
う
か
」
で
、
お
し
ま
い
で
い
い
で

す
か
ら
ね
。「
空
を
飛
び
た
い
」
の
と
こ
ろ
で
、
タ
ケ

コ
プ
タ
ー
な
の
か
飛
行
機
な
の
か
、
何
だ
ろ
う
と

思
っ
た
時
に
は
質
問
し
て
も
ら
っ
て
も
い
い
で
す
が
、

そ
の
次
は
必
ず
イ
エ
ス
ア
ン
ド
で
返
し
て
く
だ
さ
い
。

じ
ゃ
あ
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
す
。

【
ワ
ー
ク
ショッ
プ
Ⅰ
】
認
知
症
の
人
と

介
護
職
員
の
イ
エス
ア
ン
ド
ゲ
ー
ム

参
加
者
Ｂ
（
介
護
職
員
役
）─
Ａ
さ
ん
、
ご
は
ん
の
時

間
で
す
よ
。

参
加
者
Ａ
（
お
年
寄
り
役
）─
ご
は
ん
は
食
べ
た

く
な
い
で
す
。
今
す
ぐ
ロ
シ
ア
に
行
っ
て
、
プ
ー
チ

ン
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
止
め
る
ん
で
す
。

参
加
者
Ｂ
─
あ
っ
、
そ
う
で
す
か
。
そ
う
し
た
ら
、

飛
行
機
の
チ
ケ
ッ
ト
を
ま
ず
取
り
ま
し
ょ
う
か
。

参
加
者
Ａ
─
お
願
い
し
ま
す
。

菅
原
─
Ｏ
Ｋ
で
す
。
い
い
で
す
ね
。
す
ば
ら
し
い
で

す
。
じ
ゃ
あ
Ｂ
さ
ん
と
Ｃ
さ
ん
、
ど
う
ぞ
。

参
加
者
Ｃ
（
介
護
職
員
役
）─
Ｂ
さ
ん
、
ご
は
ん
食
べ

に
行
き
ま
し
ょ
う
か
。

参
加
者
Ｂ
（
お
年
寄
り
役
）─
Ｃ
さ
ん
、
僕
、
ゴ
ジ
ラ

に
な
り
た
い
ん
で
す
よ
。

参
加
者
Ｃ
─
あ
ぁ
、
じ
ゃ
あ
と
り
あ
え
ず
東
海
村
の

海
岸
へ
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

参
加
者
Ｂ
─
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
し
ま
し
ょ
う
。

菅
原
─
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
何
か
い
い
で
す
ね
、

皆
さ
ん
。
じ
ゃ
あ
次
、
Ｃ
さ
ん
と
Ｄ
さ
ん
。

参
加
者
Ｄ
（
介
護
職
員
役
）─
Ｃ
さ
ん
、
ご
は
ん
で
す

よ
。
ご
は
ん
行
き
ま
し
ょ
う
。

参
加
者
Ｃ
（
お
年
寄
り
役
）─
犬
の
お
散
歩
に
行
き
た

い
な
。

参
加
者
Ｄ
─
犬
の
お
散
歩
、
い
い
で
す
ね
ぇ
。
じ
ゃ

あ
ワ
ン
ち
ゃ
ん
も
お
な
か
空
い
て
る
か
な
。

参
加
者
Ｃ
─
そ
う
で
す
ね
。

参
加
者
Ｄ
─
ね
、
一
緒
に
食
べ
る
と
い
い
ね
。

参
加
者
Ｃ
─
そ
う
で
す
ね
。

菅
原
─
は
い
、
Ｏ
Ｋ
で
す
。
い
い
で
す
ね
。
ご
は
ん

に
つ
な
げ
た
く
な
っ
ち
ゃ
う
気
持
ち
は
す
ご
く
わ
か

り
ま
す
よ
ね
。
犬
も
認
め
つ
つ
、
じ
ゃ
あ
一
緒
に
ご

は
ん
食
べ
よ
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す
ね
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
次
、
Ｄ
さ
ん
、
Ｅ
さ
ん
。

参
加
者
Ｅ
（
介
護
職
員
役
）─
Ｄ
さ
ん
、
お
風
呂
の
時

間
で
す
よ
。
お
風
呂
入
り
ま
し
ょ
う
。

参
加
者
Ｄ
（
お
年
寄
り
役
）─
は
い
。
私
ね
、
お
相
撲

大
好
き
な
の
よ
。
お
相
撲
見
に
行
き
た
い
の
。

参
加
者
Ｅ
─
い
い
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
、
お
出
か
け
の

準
備
を
し
ま
し
ょ
う
か
。

参
加
者
Ｄ
─
は
い
。
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
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来
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レ
ク
チ
ャ
ー
編

菅
原
─
い
い
で
す
ね
。
皆
さ
ん
自
然
に
イ
エ
ス
ア
ン

ド
が
で
き
て
い
て
、
す
ば
ら
し
い
。
じ
ゃ
あ
最
後
、

Ｅ
さ
ん
、
Ａ
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

参
加
者
Ａ
（
介
護
職
員
役
）─
Ｅ
さ
ん
、
ご
は
ん
食
べ

に
行
き
ま
し
ょ
う
か
。

参
加
者
Ｅ
（
お
年
寄
り
役
）─
ご
は
ん
食
べ
た
く
な
い

で
す
。
遊
園
地
の
観
覧
車
に
乗
り
た
い
で
す
。

参
加
者
Ａ
─
観
覧
車
い
い
で
す
ね
。
あ
そ
こ
ゆ
っ
く

り
し
て
て
、
高
い
と
こ
ろ
ま
で
行
け
て
。
じ
ゃ
あ
一

緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
。

菅
原
─
い
い
で
す
ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
さ
ん
自
然
に
共
感
で
き
て
、
相
手
が
喜
び
そ
う
な

一
言
が
言
え
た
の
は
と
て
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

や
っ
て
み
て
ど
う
で
す
か
？ 

参
加
者
Ａ
─
難
し
い
な
、
と
感
じ
ま
し
た
。

菅
原
─
介
護
役
と
お
年
寄
り
、
ど
ち
ら
が
難
し
か
っ

た
で
す
か
？

参
加
者
Ａ
─
介
護
者
役
の
方
が
、
ち
ょ
っ
と
負
担
が

大
き
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

菅
原
─
ど
ん
な
言
葉
が
降
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い

で
す
も
ん
ね
。
そ
れ
に
自
分
は
ち
ゃ
ん
と
イ
エ
ス
ア

ン
ド
で
き
る
か
、
と
、
ち
ょ
っ
と
ド
キ
ド
キ
し
ま
す

よ
ね
。

　

僕
は
各
地
で
こ
の
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
ま
す
が
、
現

場
を
知
っ
て
い
る
人
ほ
ど
「
否
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
が
染
み
付
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
先
ほ
ど

Ｄ
さ
ん
は
、
犬
の
散
歩
と
ご
は
ん
を
つ
な
げ
ま
し
た
。

「
ご
は
ん
の
時
間
で
す
よ
」
と
声
が
け
し
た
の
で
、
そ

の
心
情
は
す
ご
く
わ
か
り
ま
す
。
た
ま
に
あ
る
の
が
、

「
ご
は
ん
の
時
間
で
す
よ
」「
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
い
き
た

い
」「
今
日
は
雨
だ
か
ら
、
ご
は
ん
に
行
き
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
。
相
手
の
世
界
観
を
ち
ょ
っ

と
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
否
定
し
て
し
ま
う
。
現
場
を

知
っ
て
い
る
人
ほ
ど
そ
う
い
う
関
わ
り
方
に
な
っ
て

し
ま
い
が
ち
で
す
。
確
か
に
現
場
で
は
、
そ
ん
な
に

ゆ
っ
く
り
イ
エ
ス
ア
ン
ド
し
て
い
る
余
裕
が
な
か
っ

た
り
し
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
ご
は
ん
が
食
べ
て

ほ
し
く
て
、
つ
い
つ
い
相
手
を
否
定
し
て
し
ま
う
。

　

ま
た
よ
く
あ
る
の
が
、「
○
○
に
行
き
た
い
」「
行

き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す
。「
行
き
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
け
れ
ど
、
コ
ロ
ナ
禍
だ
っ
た
り
夜

だ
っ
た
り
し
て
、
実
際
に
は
行
け
な
い
場
合
が
多
い

わ
け
で
す
ね
。
寄
り
添
う
こ
と
は
ウ
ソ
を
つ
い
て
い

る
よ
う
で
後
ろ
め
た
い
、
と
い
う
人
の
気
持
ち
も
す

ご
く
わ
か
り
ま
す
。

【
ワ
ー
ク
ショッ
プ
Ⅱ
】

認
知
症
の
方
と
否
定
と

イ
エス
ア
ン
ド
の
介
護
職
員
の
ゲ
ー
ム

菅
原
─
じ
ゃ
あ
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
、
逆
の
パ
タ
ー
ン

を
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
Ｅ
さ
ん
に
認
知
症
の
お
年

寄
り
役
、
Ｂ
さ
ん
に
イ
エ
ス
ア
ン
ド
の
介
護
職
員
役

を
や
っ
て
い
た
だ
き
、
僕
が
否
定
す
る
介
護
職
員
に

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
ご
は
ん
の
時
間
で
す
よ
」

「
野
球
選
手
に
な
り
た
い
」「
い
え
、
な
れ
ま
せ
ん
。

ご
は
ん
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
関
わ
り
方
を
、

僕
が
Ｅ
さ
ん
に
し
ま
す
。
Ｅ
さ
ん
は
、
そ
う
言
わ
れ

て
「
じ
ゃ
あ
ご
は
ん
に
行
こ
う
」
と
思
え
ば
ご
は
ん

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。「
何
言
っ
て
る
の
こ
の
人
、

私
は
野
球
選
手
に
な
る
ん
で
す
」
と
思
え
ば
、
ず
っ

と
そ
れ
を
貫
い
て
も
ら
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
今
度
は
、
僕
の
関
わ
り
方
に
対
し
て
Ｅ
さ
ん
の

感
情
を
、
次
の
演
技
に
反
映
し
て
も
ら
い
ま
す
。
イ

ラ
っ
と
し
た
ら
、
僕
が
止
め
る
ま
で
ケ
ン
カ
し
て
て

も
い
い
で
す
（
笑
）。
じ
ゃ
あ
、
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

菅
原
（
否
定
す
る
介
護
職
員
役
）─
Ｅ
さ
ん
、
Ｅ
さ
ん
、

ご
は
ん
の
時
間
な
の
で
ご
は
ん
行
き
ま
し
ょ
う
。

参
加
者
Ｅ
（
お
年
寄
り
役
）─
ご
は
ん
食
べ
た
く
な
い

で
す
。
私
ア
イ
ド
ル
歌
手
で
、
こ
の
あ
と
歌
番
組
に

出
る
ん
で
す
。

菅
原
─
Ｅ
さ
ん
、
な
い
な
い
、
な
い
な
い
。
ア
イ
ド

ル
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
Ｅ
さ
ん
。
今
ご
は
ん
の
時
間
だ

か
ら
ご
は
ん
行
き
ま
し
ょ
う
。
な
い
な
い
、
そ
ん
な

の
。

参
加
者
Ｅ
─
い
や
。
フ
ァ
ン
が
待
っ
て
る
か
ら
。

フ
ァ
ン
が
待
っ
て
る
ん
で
す
。

菅
原
─
い
や
、
待
っ
て
な
い
。
Ｅ
さ
ん
、
こ
こ
ね
、

老
人
ホ
ー
ム
。
Ｅ
さ
ん
は
八
八
歳
の
お
ば
あ
さ
ん
で

す
か
ら
、
ア
イ
ド
ル
じ
ゃ
な
い
。
フ
ァ
ン
も
い
な
い
。

ね
、
ご
は
ん
行
き
ま
し
ょ
う
。

参
加
者
Ｅ
─
私
は
一
六
歳
で
す
。

菅
原
─
い
や
、
八
八
歳
。

参
加
者
Ｅ
─
一
六
歳
。

菅
原
─
Ｅ
さ
ん
、
今
ね
、
み
ん
な
待
っ
て
る
か
ら
、

食
堂
で
。
ご
は
ん
。
ア
イ
ド
ル
じ
ゃ
な
い
か
ら
。

参
加
者
Ｅ
─
い
や
、
待
っ
て
る
の
は
フ
ァ
ン
で
す
。

菅
原
─
残
念
な
が
ら
フ
ァ
ン
い
な
い
で
す
。

参
加
者
Ｅ
─
フ
ァ
ン
な
ん
で
す
。

菅
原
─
Ｅ
さ
ん
、
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
今
、
食
事
の

時
間
な
の
で
食
事
行
き
ま
し
ょ
う
。
フ
ァ
ン
は
い
な

い
で
す
。
ア
イ
ド
ル
じ
ゃ
な
い
。
八
八
歳
の
お
ば
あ

さ
ん
。

参
加
者
Ｅ
─
行
き
た
く
な
い
。
歌
い
た
い
。

菅
原
─
ご
は
ん
行
き
ま
し
ょ
う
。

参
加
者
Ｅ
─
歌
い
た
い
で
す
。

菅
原
─
は
い
、
Ｏ
Ｋ
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
い
い
感
じ
で
す
ね
。
歌
い
た
い
、
歌
い
た
い
っ

て
言
わ
れ
て
、
僕
は
、
ち
ょ
っ
と
食
事
に
連
れ
て
行

く
の
が
難
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
べ
つ
に
僕
も
意

地
悪
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
は
僕
か
ら

見
て
た
だ
事
実
を
言
っ
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
ど
う

し
て
こ
の
人
は
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
、
と

思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
僕
は
、
先
輩
介
護
職
員
の
Ｂ

さ
ん
を
呼
び
に
行
き
ま
す
。

　

Ｂ
さ
ん
は
イ
エ
ス
ア
ン
ド
の
介
護
職
員
で
、
ど
ん

な
に
忙
し
く
て
も
認
知
症
の
人
の
言
動
を
受
け
入
れ

る
達
人
で
す
。
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
ハ
ー
ド
ル
が
高

く
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
や
っ
た
イ

エ
ス
ア
ン
ド
で
、「
あ
、
ア
イ
ド
ル
で
す
よ
ね
。
そ
う

で
す
よ
ね
。
う
わ
ぁ
、
こ
れ
か
ら
番
組
に
出
る
ん
で

す
か
。
い
い
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
ち
ょ
っ
と
衣
装
か
何

か
用
意
し
ま
し
ょ
う
か
」
み
た
い
な
感
じ
で
、
ど
ん

ど
ん
ア
ン
ド
で
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

「
今
ど
ん
な
気
分
で
す
か
」
と
か
、「
ず
っ
と
憧
れ
て

い
た
の
？
」
と
質
問
し
て
も
ら
っ
て
も
い
い
し
、
番

組
に
出
る
た
め
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
も
ら
っ
て
も

大
丈
夫
で
す
。

　

こ
の
ゲ
ー
ム
の
ゴ
ー
ル
は
「
食
事
に
連
れ
て
行

く
」
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
途
中
で
、
こ
の

感
じ
な
ら
Ｅ
さ
ん
が
食
事
に
行
っ
て
く
れ
そ
う
だ
っ

た
ら
、
食
事
の
話
を
し
て
も
い
い
で
す
。
早
い
段
階

で
言
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
食
事
の
話
を
し
て
も

Ｅ
さ
ん
が
ア
イ
ド
ル
の
話
を
続
け
た
ら
、
食
事
の
話

は
お
い
て
も
ら
っ
て
、
テ
レ
ビ
局
や
番
組
の
話
を
し

て
も
ら
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
じ
ゃ
あ
、
さ
っ
き

の
続
き
か
ら
始
め
ま
す
。

菅
原
（
否
定
す
る
介
護
職
員
役
）─
Ｅ
さ
ん
、
フ
ァ
ン

待
っ
て
な
い
で
す
か
ら
。
そ
れ
よ
り
ご
は
ん
、
ご
は

ん
行
き
ま
し
ょ
う
。

参
加
者
Ｅ
（
お
年
寄
り
役
）─
歌
う
ん
で
す
。
歌
い
た

い
。

菅
原
─
Ｅ
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
も
ら
っ
て
い
い

で
す
か
。
Ｂ
先
輩
っ
！
。

参
加
者
Ｂ
（
イ
エ
ス
ア
ン
ド
の
介
護
職
員
役
）─
は
い
。

（
Ｂ
さ
ん
登
場
）

菅
原
─
ち
ょ
っ
と
い
い
で
す
か
。
今
、
Ｅ
さ
ん
に
ご

は
ん
の
時
間
で
す
よ
と
声
が
け
し
た
ん
で
す
け
ど
、

何
か
ア
イ
ド
ル
と
か
、
フ
ァ
ン
が
待
っ
て
る
と
か

言
っ
て
…
…
。
い
え
い
え
、
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
、

絶
対
な
い
で
す
っ
て
言
っ
た
ら
す
ご
く
怒
っ
て
。
僕

の
言
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
聞
い
て
く
れ
な
い
の
で
、

ち
ょ
っ
と
替
わ
っ
て
も
ら
っ
て
も
い
い
で
す
か
。
僕
、

食
堂
に
行
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
で
。

参
加
者
Ｂ
─
わ
か
り
ま
し
た
。
じ
ゃ
あ
、
ち
ょ
っ
と

こ
ち
ら
で
対
応
し
ま
す
ね
。

菅
原
─
す
み
ま
せ
ん
。（
菅
原
さ
ん
退
場
）

参
加
者
Ｂ
─
Ｅ
さ
ん
、
ど
う
し
ま
し
た
。

参
加
者
Ｅ
─
こ
の
あ
と
歌
番
組
が
あ
る
の
で
、
ス
タ

ジ
オ
に
行
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
。

参
加
者
Ｂ
─
あ
あ
、
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た

ら
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
ち
ょ
っ
と
、
も
う
タ
ク

シ
ー
を
拾
っ
ち
ゃ
い
ま
す
か
。

参
加
者
Ｅ
─
は
い
。
フ
ァ
ン
が
待
っ
て
る
ん
で
す
。

歌
番
組
に
行
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
。

参
加
者
Ｂ
─
あ
ぁ
、
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た

ら
ど
う
し
よ
う
。
衣
装
と
か
も
準
備
し
な
い
と
で
す

よ
ね
、
そ
う
す
る
と
…
…
。

参
加
者
Ｅ
─
そ
う
。
衣
装
の
準
備
お
願
い
し
ま
す
。

参
加
者
Ｂ
─
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
ど
ん
な

衣
装
に
し
ま
す
？

参
加
者
Ｅ
─
う
ー
ん
。
赤
く
て
ひ
ら
ひ
ら
し
た
の
が

着
た
い
で
す
。

参
加
者
Ｂ
─
あ
、
わ
か
り
ま
し
た
。
じ
ゃ
あ
ち
ょ
っ

と
準
備
し
ま
し
ょ
う
か
ね
。
そ
う
い
う
服
が
好
き
な

ん
で
す
ね
、
Ｅ
さ
ん
。

参
加
者
Ｅ
─
は
い
。
ひ
ら
ひ
ら
し
た
の
が
着
た
ー
い
。



087

086
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
6回
│
老
い
、
ボ
ケ
、
死
に
向
き
合
う
た
め
の「
演
劇
」 ─

 劇
団

O
iB

okkeShiの
活
動
か
ら
の
提
案

レ
ク
チ
ャ
ー
編

参
加
者
Ｂ
─
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
あ
と

は
ど
ん
な
歌
を
歌
っ
た
り
す
る
ん
で
す
か
。

参
加
者
Ｅ
─
う
ー
ん
、
え
ー
と
。
聖
子
ち
ゃ
ん
み
た

い
な
歌
が
歌
い
た
い
で
す
。

参
加
者
Ｂ
─
あ
あ
、
い
い
で
す
ね
。
フ
ァ
ン
も
す
ご

い
喜
び
そ
う
で
す
ね
、
そ
う
い
う
歌
だ
と
。

参
加
者
Ｅ
─
は
い
。

参
加
者
Ｂ
─
す
ご
い
フ
ァ
ン
の
人
た
ち
も
い
っ
ぱ
い

い
る
ん
で
す
ね
。

参
加
者
Ｅ
─
そ
う
な
ん
で
す
。
い
つ
も
応
援
し
て
く

れ
る
ん
で
す
。

参
加
者
Ｂ
─
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
と

か
も
来
た
り
す
る
ん
で
す
か
。

参
加
者
Ｅ
─
た
く
さ
ん
来
る
の
で
、
読
み
き
れ
な
い

ぐ
ら
い
で
す
。

参
加
者
Ｂ
─
あ
あ
、
す
ご
く
い
い
で
す
ね
、
そ
れ
は
。

今
度
よ
か
っ
た
ら
僕
に
も
読
ま
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
、

そ
の
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
。

参
加
者
Ｅ
─
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
。
た
く
さ
ん
来
ま
す

よ
。

参
加
者
Ｂ
─
本
当
で
す
か
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

菅
原
─
は
い
、
Ｏ
Ｋ
で
す
。
い
い
で
す
ね
。
す
ば
ら

し
い
で
す
ね
。

否
定
し
て
も

価
値
観
を
押
し
付
け
て
も
、

人
の
心
は
変
わ
ら
な
い

菅
原
─
ち
ょ
っ
と
Ｅ
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
い

の
で
す
が
、
今
、
僕
が
演
じ
た
否
定
し
て
現
実
に
戻

す
介
護
職
員
と
、
Ｂ
さ
ん
が
演
じ
た
イ
エ
ス
ア
ン
ド

の
介
護
職
員
と
、
二
通
り
の
職
員
が
い
ま
し
た
ね
。

僕
の
演
じ
た
介
護
職
員
と
の
や
り
と
り
で
は
、
ど
ん

な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
？

参
加
者
Ｅ
─
気
持
ち
が
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
意
固
地

に
な
っ
て
き
て
、
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
の
で
、
よ

り
頑
な
に
な
っ
て
い
く
感
じ
が
し
ま
し
た
。

菅
原
─
な
る
ほ
ど
。
私
は
絶
対
ア
イ
ド
ル
だ
っ
て
い

う
感
じ
に
な
っ
て
、
歌
う
こ
と
に
、
か
な
り
頑
な
に

な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
最
初
は
、
今
日
は

ち
ょ
っ
と
歌
い
た
い
な
、
番
組
あ
る
か
ら
行
か
な

き
ゃ
っ
て
い
う
感
じ
だ
っ
た
の
が
、
あ
れ
だ
け
否
定

さ
れ
た
ら
、
も
う
何
が
な
ん
で
も
番
組
に
行
く
、
私

は
歌
う
ん
だ
み
た
い
な
感
じ
に
な
っ
て
く
る
。

参
加
者
Ｅ
─
は
い
。

菅
原
─
僕
と
し
て
は
、
Ｅ
さ
ん
は
お
な
か
が
空
い
て

い
る
だ
ろ
う
し
、
食
べ
て
も
ら
い
た
く
て
声
が
け
し

た
の
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
ム
キ

に
な
っ
て
く
る
。
で
、
お
互
い
に
感
情
的
に
な
っ
て
、

頑
な
に
な
っ
て
い
く
。
僕
は
ど
う
に
か
し
て
食
事
を

し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
逆
効
果

に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

参
加
者
Ｅ
─
う
ん
。
絶
対
行
き
た
く
な
い
気
持
ち
に

な
り
ま
す
ね
（
笑
）。

菅
原
─
こ
の
イ
ヤ
な
人
は
あ
っ
ち
行
け
、
み
た
い
な

感
じ
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
じ
ゃ
あ
Ｂ
さ
ん

演
じ
る
イ
エ
ス
ア
ン
ド
の
介
護
職
員
が
来
て
、
ど
う

い
う
変
化
が
あ
り
ま
し
た
か
？

参
加
者
Ｅ
─
や
っ
ぱ
り
受
け
入
れ
て
も
ら
え
て
、
心

が
ほ
ぐ
れ
て
い
く
。
い
ろ
ん
な
前
向
き
な
提
案
を
し

て
も
ら
え
る
の
で
、
自
然
と
笑
顔
に
な
っ
て
し
ま
う

よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

菅
原
─
確
か
に
、
ア
イ
ド
ル
に
な
り
た
い
Ｅ
さ
ん
の

世
界
が
広
が
っ
た
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｂ
さ
ん
が

ど
ん
な
歌
を
歌
い
た
い
の
か
、
ど
ん
な
衣
装
を
着
た

い
の
か
と
聞
く
と
、
Ｅ
さ
ん
が
見
て
い
る
世
界
と
い

う
か
思
い
が
、
こ
ち
ら
に
も
ぐ
っ
と
伝
わ
っ
て
き
た
。

そ
れ
と
比
べ
る
と
、
否
定
し
て
現
実
に
戻
す
介
護
職

員
で
あ
る
僕
は
、
見
え
て
く
る
世
界
に
フ
タ
を
し
て

い
た
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
の
か
な
。
Ｅ
さ
ん
と
し
て

は
、
Ｂ
さ
ん
が
何
か
信
頼
で
き
る
感
じ
に
な
る
ん
で

し
ょ
う
か
。

参
加
者
Ｅ
─
は
い
、
菅
原
さ
ん
よ
り
格
段
に
Ｂ
さ
ん

の
方
が
信
頼
で
き
ま
し
た
（
笑
）。

菅
原
─
も
し
か
し
て
タ
ク
シ
ー
に
向
か
う
途
中
に
、

「
今
ち
ょ
っ
と
食
事
が
出
て
い
る
よ
う
な
の
で
先
に

す
ま
せ
ち
ゃ
う
？
」
み
た
い
な
話
に
な
っ
た
ら
、
食

べ
る
か
も
し
れ
な
い
？　

そ
ん
な
に
話
を
聞
い
て
く

れ
る
な
ら
、
こ
の
人
が
言
う
こ
と
も
ち
ょ
っ
と
聞
い

て
み
よ
う
か
な
、
と
。

参
加
者
Ｅ
─
う
ん
。
な
り
ま
す
ね
。
今
の
流
れ
で
、

途
中
で
「
あ
、
こ
こ
に
素
敵
な
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る

か
ら
ご
は
ん
食
べ
ま
せ
ん
か
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
食

べ
ち
ゃ
い
ま
す
。

菅
原
─
な
る
ほ
ど
。
Ｂ
さ
ん
は
演
じ
て
み
て
ど
う
で

し
た
か
。
難
し
か
っ
た
で
す
か
？

参
加
者
Ｂ
─
難
し
か
っ
た
で
す
ね
。
最
初
、
タ
ク

シ
ー
や
衣
装
を
準
備
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
ち
ゃ
っ
た

ん
で
す
が
、
そ
れ
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
ら
ど
う
す

る
ん
だ
ろ
う
と
、
ち
ょ
っ
と
思
い
ま
し
た
。
な
の
で
、

途
中
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
変
え
て
い
く
と
、
一
緒

に
Ｅ
さ
ん
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
く
っ
て
い
る
感
じ
が

あ
っ
て
、
そ
の
方
が
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

菅
原
─
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
自
体
が
目
的
に

も
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
あ
れ
だ
け
Ｅ
さ
ん
の

思
い
に
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
当
に
は
番

組
で
歌
え
な
く
て
も
、
何
か
ち
ょ
っ
と
満
た
さ
れ
た

気
持
ち
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
ね
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
や
っ
て
感
じ
る
の
は
、
一
方
的
に
こ
ち
ら

の
価
値
観
を
押
し
つ
け
た
り
、
頭
ご
な
し
に
否
定
し

て
も
、
人
の
気
持
ち
は
変
わ
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
意

固
地
に
な
っ
ち
ゃ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
相
手
の

話
を
聞
い
て
信
頼
関
係
が
築
け
れ
ば
、
お
互
い
の
ス

ト
レ
ス
を
な
く
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
認
知

症
の
人
に
限
っ
た
こ
と
じ
ゃ
な
く
、
誰
で
も
自
分
が

信
じ
て
い
る
も
の
を
頭
ご
な
し
に
否
定
さ
れ
た
り
、

一
方
的
に
価
値
観
を
押
し
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
意
固
地

に
な
る
。
心
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
は
子
ど
も
か
ら

お
年
寄
り
ま
で
、
す
べ
て
の
人
に
言
え
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

介
護
も
子
育
て
も
そ
う
で
す
が
、
こ
ち
ら
側
に
時

間
の
ゆ
と
り
や
心
の
余
裕
が
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
、

人
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
に
陥
り
や
す
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
方
的
に
価
値
観
を
押
し

つ
け
て
し
ま
う
と
相
手
は
ど
う
い
う
気
持
ち
に
な
る

の
か
、
を
、
疑
似
体
験
し
て
い
た
だ
く
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
し
た
。
お
二
人
と
も
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

認
知
症
の
人
が
見
る
世
界
に

寄
り
添
う
と
い
う
こ
と

　

先
ほ
ど
の
ゲ
ー
ム
の
解
説
を
少
し
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
場
面
設
定
は
「
場
所

：

老
人
ホ
ー
ム
の
居
室
。

時
間

：

昼
。
登
場
人
物

：

介
護
職
員
、
認
知
症
の
人
。

問
題

：

介
護
職
員
の
声
が
け
に
認
知
症
の
人
が
応
じ

よ
う
と
し
な
い
」
で
し
た
。
認
知
症
の
方
に
は
、
今

が
い
つ
で
、
こ
こ
は
ど
こ
な
の
か
、
目
の
前
の
人
が

誰
な
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
る
見
当
識
障
害
を
と
も

な
う
方
が
い
て
、
同
じ
空
間
に
い
て
も
別
の
世
界
を

見
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
内
的
な
世

界
で
す
ね
。

　

例
え
ば
「
場
所

：

ホ
テ
ル
の
一
室
。
時
間

：

朝
。

登
場
人
物

：
宿
泊
客
、
ホ
テ
ル
マ
ン
。
問
題

：

チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
時
間
な
の
に
ス
ー
ツ
が
見
当
た

ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
別
の
世
界
で

す
。
こ
の
内
的
世
界
を
生
き
て
い
る
の
は
も
と
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
で
、
出
張
の
多
い
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

老
人
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
ま
だ
二
週
間
ほ
ど
で
、
今
朝

目
を
覚
ま
す
と
見
慣
れ
な
い
部
屋
に
い
る
。
こ
こ
は

ど
こ
？　

あ
、
そ
う
だ
、
出
張
で
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ

て
る
ん
だ
、
と
、
勘
違
い
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
、
ス
ー
ツ
を
探
し
て
い
る
と
ガ
ラ
ガ
ラ
と
扉
が

開
い
て
、「
○
○
さ
ん
ご
は
ん
の
時
間
で
す
よ
」
と
声

が
か
け
ら
れ
る
。「
い
や
、
ス
ー
ツ
を
探
し
て
い
る

ん
だ
」
と
言
っ
て
も
、「
い
や
い
や
、
も
う
ス
ー
ツ
な

ん
て
着
な
く
て
い
い
か
ら
、
ご
は
ん
に
行
き
ま
し
ょ

う
」
と
、
そ
う
い
う
関
わ
り
方
を
す
る
と
、
も
う
見

て
い
る
世
界
が
ま
る
で
違
い
ま
す
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
最
初
か
ら
成
立
し
な
い
ん
で
す
。
僕

が
さ
っ
き
Ｅ
さ
ん
に
し
た
、
相
手
の
見
て
い
る
世
界

を
否
定
し
て
現
実
に
引
き
ず
り
込
む
関
わ
り
方
で
す

よ
ね
。

　

あ
る
い
は
、
Ｂ
さ
ん
が
し
た
よ
う
に
相
手
の
内
的

世
界
を
尊
重
し
て
、
ど
う
に
か
現
実
と
の
折
り
合
い

を
見
つ
け
る
か
。
ど
ち
ら
を
取
る
か
で
介
護
の
現
場

の
雰
囲
気
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら

認
知
症
の
人
に
声
を
か
け
て
、「
お
や
っ
」
と
思
う
言

動
が
返
っ
て
き
た
ら
、
い
っ
た
ん
こ
ち
ら
の
都
合
は

お
い
て
、
相
手
が
見
て
い
る
世
界
を
想
像
し
て
求
め

ら
れ
る
役
を
演
じ
る
、
そ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
重

要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
、
い
っ
た
ん
自
分
の
都
合
を
お
く
と
い
う
の

が
、
も
の
す
ご
く
難
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
ご
は
ん
の

時
間
だ
か
ら
食
べ
て
ほ
し
い
と
い
う
都
合
に
、
人
は

知
ら
ず
知
ら
ず
支
配
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
手
不

足
の
介
護
現
場
だ
っ
た
り
、
家
事
、
仕
事
、
介
護
と

い
ろ
い
ろ
や
る
こ
と
の
多
い
家
族
介
護
で
は
、
や
は

り
そ
う
い
う
関
わ
り
方
は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
認
知
症
の
人
の
理
解
と
環
境

を
見
直
す
こ
と
は
、
す
ご
く
必
要
な
こ
と
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

認
知
症
に
は
中
核
症
状
と
、
先
ほ
ど
の
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ

（
行
動
心
理
症
状
）
が
あ
り
、
記
憶
障
害
や
見
当
識
障

害
な
ど
の
中
核
症
状
は
認
知
症
に
は
必
ず
生
じ
る
症

状
で
す
。
一
方
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
は
、
徘
徊
、
攻
撃
的
言
動
、

介
護
へ
の
抵
抗
、
興
奮
な
ど
、
介
護
者
を
困
ら
せ
る

よ
う
な
行
動
や
心
理
症
状
と
し
て
現
れ
ま
す
が
、
こ

れ
は
出
る
人
も
出
な
い
人
も
い
る
症
状
で
す
。
分
析

し
て
み
る
と
、
中
核
症
状
の
方
に
対
し
て
不
適
切
な

対
応
、

│
否
定
し
た
り
、
無
視
し
た
り
、
そ
う
い

う
関
わ
り
方
を
す
る
こ
と
で
感
情
が
傷
つ
き
、
行
動

心
理
症
状
が
生
じ
る
よ
う
で
す
。
さ
っ
き
も
僕
が
否
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わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

第
6回
│
老
い
、
ボ
ケ
、
死
に
向
き
合
う
た
め
の「
演
劇
」 ─

 劇
団

O
iB

okkeShiの
活
動
か
ら
の
提
案

レ
ク
チ
ャ
ー
編

定
し
た
こ
と
で
、
Ｅ
さ
ん
の
抵
抗
は
大
き
く
な
り
ま

し
た
が
、
逆
に
肯
定
的
な
関
わ
り
方
を
す
れ
ば
、
行

動
心
理
症
状
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ぜ
ひ
覚
え
て
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
介
護
は
家
族
の

問
題
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
が
こ
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
、
あ
る
い

は
ご
自
身
の
介
護
体
験
な
ど
も
、
こ
こ
か
ら
の
ブ
レ

イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
で
お
話
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。

＊
こ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
二
〇
分
ほ
ど
、

「
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
」
で
の
話
し
合
い
の
時

間
が
も
た
れ
ま
し
た
。

 

【
フ
リ
ー
ト
ー
ク
1
】

「
第
三
者
」
の
か
か
わ
り
の
有
効
性

│
事
務
局
─
で
は
、
四
チ
ー
ム
そ
れ
ぞ
れ
で
ど
ん

な
話
が
出
た
の
か
、
代
表
の
方
に
お
話
し
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
菅
原
さ
ん
へ
の
質
問
な
ど
も
あ

れ
ば
、
ど
う
ぞ
。

参
加
者
Ａ
─
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
ま
ず
み
ん
な
で

感
想
を
出
し
合
っ
て
、
私
の
印
象
に
残
っ
た
の
は
、

Ｅ
さ
ん
が
も
と
教
師
を
し
て
い
た
大
叔
母
さ
ん
を
老

人
ホ
ー
ム
に
訪
ね
た
時
、
ホ
ー
ム
の
主
任
が
教
え
子

と
い
う
体
で
接
し
て
い
て
、
帰
り
の
電
車
で
「
そ
ん

な
偶
然
も
あ
る
ん
だ
ね
」
と
お
父
さ
ん
に
話
し
た
ら
、

「
い
や
、
あ
れ
は
演
技
だ
よ
」
と
言
わ
れ
て
び
っ
く
り

し
た
と
い
う
話
で
し
た
。
も
う
二
〇
年
以
上
前
の
記

憶
が
、
突
然
よ
み
が
え
っ
た
そ
う
で
す
。
ほ
か
に
は
、

と
く
に
家
族
の
場
合
は
ど
う
し
て
も
否
定
で
関
わ
っ

て
し
ま
い
が
ち
だ
よ
ね
、
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。

参
加
者
Ｂ
─
僕
が
さ
っ
き
参
加
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
感
想
な
ど
も
含
め
て
、「
演
じ
る
」
こ
と
に
つ
い

て
話
し
ま
し
た
。
演
じ
た
方
が
楽
だ
と
い
う
話
も
出

ま
し
た
。
徘
徊
演
劇
の
通
行
人
は
演
じ
て
い
な
い
状

態
で
、
ど
こ
と
も
関
係
を
結
べ
て
い
な
い
よ
ね
、
と

い
う
話
と
か
…
…
。

参
加
者
Ｆ
─
例
え
ば
介
護
職
員
で
あ
れ
ば
介
護
職
員

の
演
技
を
し
て
い
る
し
、
認
知
症
の
方
と
向
き
合
っ

た
ら
寄
り
添
う
演
技
を
す
る
、
そ
の
二
つ
の
関
係
は

ど
う
な
ん
だ
ろ
う
。
ど
っ
ち
も
演
技
だ
け
ど
、
そ
の

関
係
や
違
い
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
話
を
し

ま
し
た
。
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
し
て
い
る
け
れ

ど
、
演
技
を
す
る
時
に
、
自
分
は
何
に
な
っ
て
ど
う

い
う
演
技
を
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
、
そ
ん

な
こ
と
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

参
加
者
Ｇ
─
否
定
の
介
護
職
員
と
イ
エ
ス
ア
ン
ド
の

介
護
職
員
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
否
定
さ
れ
る
の

は
聞
い
て
い
て
つ
ら
い
け
れ
ど
、
そ
の
場
に
い
た
ら
、

否
定
し
て
現
実
に
戻
し
た
い
思
い
も
す
ご
く
わ
か
る

と
思
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
イ
エ
ス
ア
ン
ド
は
、

た
だ
迎
合
す
る
だ
け
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
。

ど
ち
ら
が
人
の
尊
厳
を
尊
重
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、

と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。

　

最
初
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
身
内
だ
と
き
つ
く
な
っ

ち
ゃ
う
と
い
う
話
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
訪
問
ヘ
ル

パ
ー
を
し
て
い
る
Ｃ
さ
ん
は
そ
の
経
験
か
ら
、
介
護

は
身
内
じ
ゃ
な
い
方
が
い
い
と
思
っ
た
と
話
さ
れ
て

い
ま
し
た
。「
身
内
だ
っ
た
ら
き
つ
く
責
め
て
し
ま

う
と
こ
ろ
で
も
、
ヘ
ル
パ
ー
な
ら
ヘ
ラ
ヘ
ラ
言
え

る
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
た
の
が
す
ご
く
印

象
的
で
、
何
か
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
東

京
の
ヘ
ル
パ
ー
の
半
分
以
上
は
六
五
歳
以
上
だ
と
い

う
話
を
聞
い
て
、
老
い
と
か
死
を
考
え
る
タ
イ
ミ
ン

グ
や
出
会
う
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
そ

う
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

菅
原
さ
ん
は
患
者
さ
ん
ば
か
り
で
な
く
介
護
す
る

方
に
も
よ
い
こ
と
が
あ
る
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
が
、
私
自
身
も
今
、
大
阪
の
西
成
で
支
援
活
動

を
し
て
い
て
、
現
場
で
は
人
生
の
大
先
輩
た
ち
に
具

体
的
な
ト
イ
レ
の
掃
除
の
仕
方
を
学
ぶ
こ
と
も
あ
る

し
、
困
窮
状
態
に
あ
っ
て
も
楽
し
く
生
き
る
人
た
ち

と
一
緒
に
い
て
私
に
も
い
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
す

ご
く
納
得
し
な
が
ら
聞
い
て
い
ま
し
た
。
と
も
か
く

み
ん
な
、
楽
し
く
笑
っ
て
暮
ら
そ
う
ね
、
と
話
し
合

い
ま
し
た
（
笑
）。

菅
原
─
介
護
は
、
家
族
だ
と
遠
慮
な
く
ず
け
ず
け

言
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
、
な
か
な
か
難
し
い

で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
親
で
あ
れ
ば
、
も
う
四
〇
年
も

五
〇
年
も
そ
の
人
の
前
で
は
息
子
や
娘
を
演
じ
て
き

て
る
わ
け
で
す
か
ら
、
い
き
な
り
「
時
計
屋
さ
ん
」

と
言
わ
れ
て
も
、
な
か
な
か
そ
の
役
を
演
じ
ら
れ
な

い
し
、
こ
ち
ら
の
頭
に
は
し
っ
か
り
し
て
い
た
頃
の

親
の
姿
が
焼
き
つ
い
て
い
る
の
で
、
認
知
症
で
だ
ん

だ
ん
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
く
現
実
を
、

認
め
た
く
な
い
部
分
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

演
技
と
い
う
と
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
り
ま
す
が
、
家

族
の
場
合
な
ら
普
段
の
言
動
を
振
り
返
っ
て
み
て
、

普
段
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
し
な
い
、
つ
い
せ

か
し
た
り
、
失
敗
を
い
ち
い
ち
指
摘
し
た
り
、
き
つ

く
当
た
っ
た
り
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
す
る

だ
け
で
も
、
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

事
務
局
─
そ
う
考
え
る
と
、
子
育
て
の
時
は
厳
し

か
っ
た
で
す
ね
。

菅
原
─
そ
う
で
す
ね
、
自
分
の
親
は
他ひ
と人

に
任
せ
て
、

自
分
は
他ひ
と人
の
親
を
看
る
と
、
介
護
現
場
で
も
よ
く

言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
方
が
い
い
関
係
を
築
き
や
す
い
。

嫁
姑
問
題
も
そ
う
で
す
が
、
家
族
だ
と
い
ろ
ん
な
感

情
が
混
ざ
っ
て
し
ま
っ
て
、
介
護
の
邪
魔
を
す
る
こ

と
が
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
。

事
務
局
─
そ
れ
っ
て
面
白
い
で
す
ね
。
ス
テ
ッ
プ

フ
ァ
ミ
リ
ー
の
よ
う
に
少
し
ず
ら
し
て
い
く
こ
と
を

社
会
と
し
て
真
面
目
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、

起
こ
っ
て
い
る
様
々
な
問
題
も
少
し
開
け
て
い
く
可

能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

菅
原
─
そ
う
で
す
ね
。
真
面
目
な
家
族
ほ
ど
、
介
護

の
問
題
も
家
族
で
解
決
し
よ
う
と
思
い
が
ち
で
す
。

で
も
、
近
所
の
人
で
も
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
で
も
い
い
で
す
が
、
第
三
者
が
入
る
こ
と

は
重
要
で
す
。
例
え
ば
父
親
と
息
子
の
二
人
暮
ら
し

の
場
合
で
あ
れ
ば
、
第
三
者
が
入
っ
た
方
が
父
親
が

ち
ゃ
ん
と
話
せ
た
り
、
い
い
父
親
を
演
じ
ら
れ
た
り

す
る
ん
で
す
。

【
フ
リ
ー
ト
ー
ク
2
】

町
に
開
か
れ
る
「
演
劇
」の
可
能
性

事
務
局
─
「
自
分
の
親
は
他ひ
と人

に
任
せ
て
、
自
分
は

他ひ
と人

の
親
を
看
る
」
と
い
う
よ
う
な
開
か
れ
方
と
、

徘
徊
演
劇
の
よ
う
に
演
劇
が
実
際
の
町
に
開
か
れ
て

い
く
こ
と
が
、
何
か
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い

か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
が
…
…
。
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
を
、
不
特
定
と
い
う
か
、
匿
名
な
と
こ
ろ
に
開

い
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
。
菅
原
さ
ん
は
町
に
出
て

い
く
演
劇
を
、
ど
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
か
。

菅
原
─
最
初
の
徘
徊
演
劇
は
、
徘
徊
が
テ
ー
マ
な
の

で
町
で
や
ろ
う
と
、
あ
ま
り
考
え
ず
に
外
へ
出
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
芝
居
が
で
き
る
い
い
場
所
も
な
か
っ

た
の
で
、
商
店
街
を
そ
の
ま
ま
舞
台
に
し
よ
う
と

思
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
、
町
に
出
る
こ
と
で
い
ろ
ん

な
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
最
近
イ
ギ
リ
ス
で
も
徘

徊
演
劇
を
上
演
し
た
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
介
護
の

問
題
っ
て
け
っ
こ
う
み
ん
な
話
し
た
が
っ
て
い
る
ん

で
す
。
家
族
の
こ
と
、
老
い
や
介
護
の
こ
と
、
い
ろ

ん
な
悩
み
が
あ
る
。
だ
か
ら
ま
ち
な
か
の
偶
然
の
出

会
い
か
ら
演
劇
を
鑑
賞
し
て
自
分
の
体
験
を
ほ
か
の

人
に
話
す
よ
う
な
、
そ
う
い
う
き
っ
か
け
に
は
な
り

得
る
の
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
徘
徊
演
劇

を
ど
ん
ど
ん
発
展
さ
せ
て
、
チ
ケ
ッ
ト
を
買
っ
た
お

客
さ
ん
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
通
行
人
た
ち
も
舞
台
に
触

れ
て
自
分
の
体
験
を
話
し
た
く
な
る
よ
う
な
、
そ
う

い
う
仕
掛
け
を
つ
く
っ
て
い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
。

　

僕
は
認
知
症
の
啓
発
な
ど
い
ろ
ん
な
機
会
に
、
今

日
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
講
座
を
開
催
し
て

い
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
関
心
の
あ
る
人
し
か
来
て
く

れ
ま
せ
ん
。
で
も
町
に
出
る
と
、
そ
う
い
う
問
題
は

居
酒
屋
に
も
普
通
の
お
店
に
も
、
す
で
に
あ
る
わ
け

で
す
ね
。
だ
か
ら
介
護
や
認
知
症
の
啓
発
に
関
わ
っ

て
い
る
人
た
ち
も
、
福
祉
会
館
や
公
民
館
で
は
な
く
、

町
に
出
る
こ
と
も
重
要
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

徘
徊
演
劇
の
上
演
を
イ
ギ
リ
ス
に
呼
ん
で
く
れ
た

デ
ー
ビ
ッ
ド
さ
ん
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
、
や
は
り
ま

ち
な
か
で
演
劇
を
や
っ
て
い
る
人
で
す
。
彼
の
作
品

「B
ED

」
で
は
、
町
中
に
高
齢
者
が
寝
て
い
る
ベ
ッ

ド
が
突
如
現
れ
、
高
齢
者
役
の
俳
優
が
実
際
の
通
行

人
に
自
分
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
話
し
か
け
る
。
そ
う
い

う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ん
で
す
が
、
す
ご
く
興
味
深

い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
老
い
や
認
知
症
の
問
題
を
、

作
品
を
通
し
て
目
に
見
え
る
も
の
に
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

福
岡
県
の
大
牟
田
市
で
上
演
さ
れ
た
認
知
症
啓
発

の
お
芝
居
も
面
白
い
で
す
よ
。
若
年
性
認
知
症
の
当

事
者
が
俳
優
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
家
を
突
撃
訪

問
し
て
い
く
ん
で
す
。
当
事
者
で
あ
る
俳
優
自
身
が

町
に
飛
び
出
し
て
ピ
ン
ポ
ン
押
し
て
、「
私
は
認
知

症
役
で
、
こ
れ
か
ら
演
じ
ま
す
の
で
参
加
し
て
く
れ

ま
せ
ん
か
」、
と
。
そ
の
話
を
聞
い
て
、
す
ご
い
前
衛

的
な
お
芝
居
だ
と
思
い
ま
し
た
。
僕
は
今
、
老
い
と

演
劇
を
結
び
つ
け
て
芝
居
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、

啓
発
に
も
な
り
、
し
か
も
す
ご
く
前
衛
的
な
芝
居
も
、

ゆ
く
ゆ
く
は
つ
く
っ
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。

事
務
局
─
ピ
ン
ポ
ン
し
た
人
が
認
知
症
の
当
事
者
で
、

も
し
か
し
て
ピ
ン
ポ
ン
さ
れ
た
人
だ
っ
て
何
か
の
病

気
か
も
し
れ
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
し
た
ら

病
気
論
争
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
慰
め
合
っ
た

り
、
助
け
合
っ
た
り
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
か

一
つ
が
特
別
な
病
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
ら
な
い

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
は
面
白
い
で
す
ね
。

菅
原
─
そ
う
で
す
ね
。
演
出
者
の
意
図
し
な
い
出
会

い
が
あ
る
。
現
実
に
は
老
老
介
護
や
ど
ち
ら
も
認
知

症
で
あ
る
認
認
介
護
、
認
知
症
の
息
子
を
高
齢
の
親

が
介
護
す
る
な
ど
い
ろ
ん
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
演
劇
を
ま
ち
な
か
に
開
い
て
い
く
こ
と
で
、

も
っ
と
い
ろ
い
ろ
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

事
務
局
─
私
も
何
か
や
れ
た
ら
い
い
な
、
と
い
う
気

持
ち
に
な
っ
て
き
ま
し
た
（
笑
）。
本
日
は
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



090
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
レ
ク
チ
ャ
－
編

 多摩の未来の地勢図　
 Cleaving Art Meeting

 わたしの気になること

 「多摩の未来の地勢図をともに描く」
 ワークショップ記録
 レクチャー編

発行 2022年（令和 4年）7月 20日

制作 特定非営利活動法人アートフル・アクション

スタッフ 宮下美穂、瀧本広子、森山晴香、井尻貴子

発行者 公益財団法人東京都歴史文化財団
 アーツカウンシル東京
 東京都千代田区九段北 4丁目1-28 
 九段ファーストプレイス 8階
 電話：03-6256-8430
 FAX：03-6256-8827
 www.artscouncil-tokyo.jp

図書設計 松田洋一

ISBN978-4-909894-38-0　C0070

＊本書は無断複写、複製、転載を禁じます。
©2022 npo artfull action

＊本書に関するお問い合わせ先
特定非営利活動法人アートフル・アクション
東京都小金井市本町 6-5-3 シャトー小金井 2F

電話：050-3627-9531 　
mail@artfullaction.net

http://artfullaction.net/ 

■多摩の未来の地勢図  Cleaving Art Meetingとは
多摩地域を舞台に、地域の文化的、歴史的特性をふまえつつ
さまざまな人々が協働、連携するネットワークの基盤づくりを進
めます。
多摩地域は、東京 23区に比べて広大な面積を有し、多摩川
や奥多摩といった地理的な特徴、都心から放射線状に開発さ
れた電車網とそれに付随した宅地開発など多様な特性を有し
ています。
特に当地は高度経済成長期に大規模な人口流入があり、多
摩ニュータウンをはじめとした様 な々開発が都心への通勤者を
支えました。一方でその動きは多摩地域が持っていた農業地
としての基盤を根底から覆し、昼夜間人口比の高い比較的均
質な、いわば都心へ通勤する人たちを支える郊外地としての
性格を強くしました。
この歴史は、戦前から戦後、今日に至るまで、日本社会の現
代史を体現するような側面も有しています。特に、地方からの
大規模な人口流入、エネルギーや水資源の供給は、東京を取
り巻く近県にとどまらず、東北や甲信越、ひいては遠く日本の
隅 に々まで及ぶものであったと思われます。
今日、高度成長期に都心から郊外へ拡張した人口、あるいは
地方からの流入した人たちは核家族化―高齢化し街は短期
間で大変化の中にあります。
本事業では、プロジェクトの実施を通じ、多摩を日本の現代社
会を考えるための一つの象徴としてとらえ、そこにある諸課題
が照らし出す事象を通じ、私たち自身の暮らしを見つめ直すこ
とを試みます。
https://cleavingartmeeting.com/

■多摩の未来の地勢図をともに描く とは
プロジェクト「多摩の未来の地勢図 Cleaving Art Meeting」
の一環として実施した連続ワークショップです。2021年度は
フィールドワーク編、レクチャー編の二部構成で、フィールドワー
ク編では、地域で活動するために欠かせないフィールドワーク
とはどのようなものか理解を深めつつ、実践するために、写真
家・豊田有希さんの活動にみちびかれつつ、参加者が各自の
フィールドを探し、向き合うための立ち方、術（すべ）につい
て考えました。
レクチャー編では、出来事、物事の見方、取り組みに関する
認識を拡張することを意図し、水俣事件、ハンセン病、社会
的養護といったフィールドで活動する人 を々ゲストに迎え、話を
聞きディスカッションする場を設け、また、参加者がそれぞれの
フィールドでリサーチや制作に取り組みました。この取り組みは
ワークショップが終了した後も継続しています。

＊本事業は「東京アートポイント計画」として実施しています。

レクチャー編

第 1回　2021年 9月16日
生きてきてくれてありがとう。安心と楽しいを一緒に育む
高橋亜美（社会福祉法人 子供の家 ゆずりは 所長）

第 2回　2021年 10月8日
揺らぎと葛藤を伝える
─水俣病患者相談の今
永野三智（一般財団法人 水俣病センター相思社職員）

第 3回　2021年 11月6日
ハンセン病療養所で描かれた絵画 
─国立療養所菊池恵楓園・金陽会の作品を見る
木村哲也（国立ハンセン病資料館 学芸員、民俗学者）

第 4回　2021年 12月7日
分断のなかにつながりを発見する
─アートプロジェクト｛つながりの家｝と「旅地蔵」
髙橋伸行 （アーティスト、愛知県立芸術大学教授）

第 5回　2022年 1月14日
「なりたい自分になる」とは？
─「カマボール」の企画・実施に携わって　
松本渚（NPO法人釡ヶ崎支援機構職員、釡ヶ崎芸術大学運営
チーム・かまぷ～）

第 6回　2022年 2月8日
老い、ボケ、死に向き合うための「演劇」　
─劇団OiBokkeShiの活動からの提案
菅原直樹（俳優、介護福祉士、劇団「老いと演劇」OiBokkeShi
主宰）

フィールドワーク編 講師：豊田有希（写真家）

第 1回　2021年 9月29日
黒岩地区で写真を撮るということ
─「あめつちのことづて」の制作をめぐって

第 2回　2021年 10月23日
黒岩の暮らしのこと
─黒岩地区にお住まいの方 と々一緒に

第 3回　2021年 11月27日
多摩地域での制作①
─リサーチを始めて

第 4回　2021年 12月25日
多摩地域での制作②
─多摩ニュータウンと堀之内

第 5回　2022年 1月22日
「REBORN プロジェクト」坂本展①
─さかもと復興商店街より

第 6回　2022年 2月25日
「REBORN プロジェクト」坂本展②
─展示とその後

第 7回　2022年 3月12日
コンタクトシートなどについて
─フィールドワーク、リサーチでの気づきの残し方

＊開催はすべて、オンライン（Zoomを利用）。レクチャー編第 3回のみ、
オンライン（Zoomを利用）とリアル（小金井市環境楽習館）で同時開催した。

開催記録



♠

♦

記録から拡がる場
フィールドワークについて考えてみましょう。それが、始まりだった。
一年に渡って続いた「多摩の未来の地勢図をともに考える」というWS の記
録を読みながら、フィールドワークについて話してるというものだった。WSは、
多摩という場所を「辺境（普段立ちいらない場所）」から考えるという試みで、
福祉の困難な実践、公害の支援の場、人の生の痕を写す写真家、人と居
続けるアーティスト、隔離施設の中で描かれた絵と生活と向き合う方など、
多様な辺境をめぐる旅のようだった。

「フィールドワーク試論」として始まった、講座記録の輪読会は、「フィールドと
は何か」、記録を読むことは何かということを通して、自分の考えを広げてい
くことになった。

場の記憶を誰に語りかけるのか
「これは誰に向けられたものなのか？」次の回で、須之内さんが言われた言葉は、その時す
ぐに分かったわけではなかったのだが、フィールドに関する感覚を拡げてくれた。
私が、記録に対して何者であれるのかは、私と、記録された人との関係だ。けれど、そこに
その関係に対する「受け取り手」が存在することで、私と記録された人との関係は変わる。
私は、記録された人に対して何者であれるのかは、変わらないかもしれない。けれども、そ
の関係を誰かに伝えたり、記録に関することを誰かに伝えることは出来るかもしれない。
何者であれなくても、誰かと記録の間に寄り添うことや、戸惑いを共有すること、自分の感覚
を伝えることならば出来るのかもしれない。
須之内さんがその回でおっしゃっていた中で心に残ったのは、永野さんを以前ドキュメンタリー
映画で観たことがあり、彼女がそのなかで怒っていたことを記憶しているというのだ。彼女も
また、誰かに向き合っている。場は、人が関わり合う中で、ゆるやかに拡がっていく。フィールド
は、私自身が何者であれるかではなく、関わり合いが拡がる中で、誰かが何者かであれるよう
に拡がっていく。

生活という場をあるく
アーティストの高橋伸行さんは、その場にある生活と深く向かい合う。瀬戸内のハンセン病療養施設での『つながりの
家』という患者とそこを訪れる人が、お茶をともにする喫茶店。新潟水俣病の地域に残されたお地蔵さんをリアカー
で運びながら、祀りにく『旅地蔵〜阿賀をゆく』。どちらの作品も、そこにいる人たちと話、共感しながら、その人が出
来なかったこと、そこでありえたことを、生み出していく作品だ。どちらも、高橋さんは誰かと共にすることを大切にし
ている。何者であるのか、患者、当事者、地域に暮らす人、訪れる人、それぞれが共にお茶をする、リアカーにのるお
地蔵さんを目撃する人になる。そこにあるのは、役割ではなく、共に何かをしあう関係であり、何かでなければいけない
ものではない。
作品をみて、感想を言ったり、理屈をいったりではなく、私たちの日々 の延長がそこに生まれる。そして、高橋さんは喫
茶店や地蔵を、そこに置いてゆく。作品そのものや、作品が生み出した感覚や関係は、その地域に残り、日常につな
がっていく。その作品のあり方は、フィールドは、私たちに関わるものなのだと気づかされる。
この回を担当した宮下さんは、今回の講義をコーディネートした人だからこそ、無数の作品や人の中から、まだ言葉に
ならない感覚を集めていたように思う。
フィールドワークは、その役割だけを考えると、見る側の立場の言葉であったように思う。世界の中で考えれば、私もま
た、見られるのだ。一つの作品を見るとき、その作家の日々 の生活や、その作品にかけられた歳月、その作品と私は、
どのように関係しているのか、作品もまたフィールドと同じように、見られるだけのものではないのではないか。

何者でもありえない場
最初に、アフターケア相談所の「ゆずり
は」を運営する高橋さんの記録から印
象に残った箇所を取り上げながら話すこ
とになった。高橋さんが運営されている
場は、とても難しい試みを行っている。児
童養護施設を出た人や、社会の中で立
ち寄る場がない人たちに、一時的に立
ち寄れる場を提供する事業をされている。
私たちは普段、ある場にいる時、「何者か
である」ことを与えられている。家族や所
属する組織では人から、日常では消費を
通して、ある役割を与えられる。けれど、
この記録に書かれた場では、それらは酷
く曖昧なのだ。その場に対して、私は何
者であれるだろうか。その不安が、この
記録を読み解く中で、自分の中に生まれ
てくる。
私は何者でもあれないその場を前に、
当惑するのだが、それだけではいられな
い心のゆらぎを与えてくる。
私は結局、そのゆらぎの正体もわからぬ
まま、自分が出会い、知った、子供たち
のことや、生きることの難しさについて、
考えをめぐらせ話しつづけた。
記録から見えてくる場は、場に対して、私
が何者であれるかという関係性を常に場
と持ち続けていることを問いかけてきた。

何者かにされること
ハンセン病の療養施設の中の絵画サークルで描かれた絵
は、別れた家族や故郷、隔離された施設という二重の場
所に関する眼差しで描かれていた。私たちが社会や倫理
で、そこにある感覚をハンセン病患者という何者かにしてし
まうことの難しさを感じる。
その中で、森山さんは「自分の立場」について悩んでいた。
同じ記録を読む中でも、どのように受け取るか、感覚が変
わっていくかは人によって違う。森山さんは、自分が何者で
あれるのかを大切にしている方だと感じた。アーティストとし
て、対象にどのように向き合うのか、向き合えるのかに対し
て誠実なのだと思う。そのなかで、記録を手書きで書き
写すことをされていた。印刷された記録、映像としての
記録、手書きの記録、書き写すという行為、記録を意味
でとらえるだけでなく、それがどのような体験を作り出す媒
体になりえるのかでも異なるのだろう。
木村さんの紹介された絵には、故郷の風景、家族の団ら
ん、施設を訪れた人の肖像、その施設に暮らす人の記憶
が絵という形と、描くための想いという形で現れていた。
人の感覚だけでなく、そこにある、ありえた行為や、そこか
ら生まれたモノが、場を作り出している。

現代は、教育も仕事も、私という個人に対する評価や能力を求めてくるように
感じる。けれど、その根底にあるフィールドは、実は開かれている。今回の記録
の中には、困難な日常を生きる人たちと、そこに寄り添う人たちの営みがあっ
たと思う。その記録を読むこと、読みあうことで、私自身の生きる場が拡がっ
ていくのではないだろうか。
この記録を読んだとき、私がどう感じるかではなく、これを誰かと読んでみる
ことや、言葉を書き写してみること、誰かに貸してみること、あなたから場が
拡がるような経験が訪れてくれれば嬉しい。

フィールドとは何か
普段、自分は農家をしている。農家にとってのフィールドは、畑である。ただ、その畑からは、
多様な辺境が見えてくる。葡萄の樹の上に作られた小鳥の巣、耕した土の微生物に群
がる羽虫、季節ごとに芽吹く雑草としての草花、畑の支柱にからまり葉をらせん状にひろ
げ光合成を最大化するツタ類、一人狩りをする雉、つがいで歩くたぬき、都市では見え
てこない辺境がまたそこにある。また、草花も動物も、虫も、掘り起こされた土や、小
さな出来事のつながりの中で生きていることを考えさせられる。
人との関係もまた、畑を通してみると変わってくる。畑の草の茂り方、樹の伸ばし方、使う
肥料や人の齢、農業は平均年齢が 67歳を超える高齢者たちの営みだ。そのような状
況の中で、あの人はまだ元気にやっている、あの人の奥さんは最近畑ではみなくなった、
日々 の中で先人の歳の重ね方を感じながら、フィールドと向き合うことが出来る場所になっ
ている。都会からみると、息苦しく感じてしまう
かもしれないが、田舎でもつながりは薄れて
いて、話しかける訳でもなく、その人と同じ時
間を過ごし、光景としての人といる暮らし方のよ
うなものに、今はなっているのだと思う。人が
隣人との中で、息苦しさを感じるのは、その人
に「語りかける言葉、そのための共有する場」
がないからではないだろうか。知らない人間に
語りかけられることの怖さ、知らない人間に語り
かけることの不安、私たちは、そんな場を生
きながら、私に関わる人たちだけと、辺境の
ない場を生き続けているのかもしれない。

記録されないもの、残っていないもの、
消えていったもの、「想像すること」も
フィールドワーク？ センサー

としての身体、
身体は大事

伸び縮みするフィールド
フィールドは次から次へと
変化する

フィールドワーク試論？
フィールドを問うって、
どうゆうことなんだろう？ 

フィールドに入ることで、
フィールドワークする人の方が、
すごく変わる

当事者、当事者性、
当事者の不在

線がどこでつながっているか？
受け取る相手はいるのか？
線の引き方、交じり方、にじみ方
──関係性と距離
線の気づき方

私はここに立っていると
思っているけれど、
そんな確かな立場はない
にじむ関係性、にじむ立場

見ず知らずの人も含めて、
どこかにいるだろうと思う他者、
顔も姿も見えないけれど、
そこにいる他者

感情はすべての
基底にある。

当事者って
誰のこと？
誰なんだろう？

いろいろな
文脈をもった主体。
様々な立場

多摩の未来の地勢図　Cleaving Art Meeting

「多摩の未来の地勢図をともに描く」
ワークショップ記録
［別冊附録］

特定非営利活動法人アートフル・アクション

裏面に続く　▶▶▶

語り合うことで
見えてくること
─フィールドワーク試論
このマップは、「多摩の未来の地勢図をともに描く」ワークショプ参加者の辻隆公さん、こ
のプロジェクトのウェブサイトをデザインしてくださった須之内元洋さん、２名の事務局ス
タッフ（森山晴香、宮下美穂）が、「フィールドワークとは何だろう？」という問いの前に集
まり、思考を巡らせた際の気づきを記述したものです。遠隔で同時に有料のウェブサイト
上の映像を見て話をしたり、論文やテキストを紹介しあったり、ときには音楽を聞いたり
YouTube上の映像を見たり、それぞれが響き合う時間となりました。
次のような過程を経て、この紙面に展開した記録は作成されました。

① ワークショップの記録（本誌レクチャー編参照）から、 ひとり一回の記録を担当し、

読み、 気になる言葉、 記述をそれぞれカードに書き出しました。

担当は以下の通りです。

辻：第 1 回・高橋亜美さん、 須之内：第 2 回・永野三智さん、

森山：第 3 回・木村哲也さん、 宮下：第 4 回・髙橋伸行さん

※編集進行の都合で 4 回分までを対象としました。
▶黒い文字

② そのカードを眺めているうちに、 異なる記録を読んでも「立場」 や 「時間」、

「身体」、「記憶」 など共通する事項、 事象が根底にあることが見えてきました。

そこで記録の枠組みを外して解し、 共通するもの同士を集め、 一群にタイトルを付してみました。
▶青い文字

③ 視覚化されたことで新たな気づきが生まれることがわかりました。

手書きの文字は新たな気づきを書き記したものとなります。
▶赤い文字

◉なぜフィールドワークを問うのか？

このプロジェクトは「辺境としての東京を外からみる」と

いうことを主題の一つにしています。

東京に暮らすと、東京での暮らしが当たり前であると思

いがちです。どこで暮らしても、長く暮らしたら、その地

がその人にとっての日常で、当たり前、となっていくのか

もしれません。それはそれで土地とのつながり、人との

つながりが生まれ幸福なことでしょう。しかしながら、東

京、あるいは私たちが暮らす多摩というのはそれでは

済まない何かがあるのではないか、という漠然とした想

念も湧いてきます。

利便性や活気、経済性だけでなく、文化的なさまざま

な活動も、あたかも東京は自らの力で成り立っているよ

うな、成り立ってきたような、何食わぬ顔をして見えま

す。人やもの、文化も一見すると中央集権的です。あく

までも、一見すると、ですけれど。そして、たった一人

で経済なのか政治なのかわかりませんが、歴史の虚空

へと歩んでいるように感じます。鵺的、とでも言いましょ

うか、つかみどころのない落ち着かなさを感じます。東

京、あるいは多摩は具体的な「地」、「土地」というより、

もはや概念ではないか、とも思います。

東京以外の暮らし、歴史、風景に、特にコロナ禍では触

れることも全くもって少なくなりました。東京以外も見

えなくなりましたが、同時に東京／多摩も、その姿が見

えなくなった。

もしかしたら、たくさんの何か、に支えられて、たくさん

の意思や情念、試みによって、東京／多摩が成り立って

いるのかもしれない。ある種の独善に陥らぬように、もう

少し、この地の成り立ちを、あるいは私自身の成り立ち

を考えるためにはどのようにしたらいいのだろうか？と

考えた結果、東京／多摩を成り立たせてきた外から、

その姿を見てみることができたら、と思い至りました。

首都、ではなく、東京／多摩を、辺境として定置してみ

る。

東京／多摩は、誰の手を借り、誰を何を下敷きにして

このようにあるのか、あるいは何を生み出したのか、何

を押し潰したのか？答えの出ない問いの前に東京／多

摩以外の土地に身体を移動させてみること、時間や空

間に。そのようにすることで自分の振る舞いも変わって

いくかもしれない、あるいは変わるべきである、さらに、

変わることで今までにない世界を少し見ること、感じる

ことができるかもしれない、といった稚拙な希望に基づ

いてもいる。

◉移動しつつ、立つ位置をずらし続けること

東京／多摩を外から見るために、プロジェクトでお招き

した方々の手を借りて、概念的にも物理的にも移動し

てみることを試みました。目的地は定かではありません。

ワークショップでは水俣から豊田有希さんを招き、参加

者と私は豊田さんを介して水俣、黒岩地区を知り、ネッ

トを介して土地の方々と語り、そして自分の想念の中で、

自分の位置を確認しながら、水俣に思いを馳せる時間

を持ちました。ワークショップのディスカッションの中では

「自分に何ができるのか？」あるいは「何も知らなかっ

た」、「自分が語ってよいのだろうか？、語る資格があるの

か？」という声も聞かれました。水俣事件の大きさに言

葉を失いつつ、自問するその往復運動は、ひとりひとり

すべて異なっているはずです。時間軸も、古いことから

新しいこと、未来のことまで長くなったり短くなったりと

縦横です。当然のことながらゴールのある営みではあり

ません。

他者の動き、存在を想像すること、遠くの地に思いを馳

せること、人の思いや動きをなぞってみること、「此処」

と「彼方」の関係の中で自分自身を問うこと。例えば、ゆ

ずりはのジャムをめぐる辻さんの発言（→表面3-A地点

♠）、原一男の映像に映る永野三智さんの画像とズー

ムの画面で言葉を探す永野さんの、存在のあり方、異

なる？永野さんの発見は、見たことのないということ、

新しく出会う様々の中で、自分自身が拡張していく様を

ほのかに実感します。

正解はなく、気づきと内省によって刻々と変化します。

大きなずれを伴いながら、それぞれの人の中に水俣と

自分とのイメージのマップのようなものが付置されて

いったはずです。

◉一人ではなく、他者と、不均衡に語ること

東京／多摩を外から見ること、そのために他者の手を

借りることは、これまでと同じように、東京／多摩を支

えた何かを改めて蹂躙することになるのかもしれない、

そんな怯えもあることは否めません。一方で、心無い

忖度ほど不快なものもないでしょう。態度、は大切です。

ときには覚悟も必要なのでしょう。

今回のマップ作成の過程では、現在、札幌、山梨、東京

に住む異なる世代の、異なる背景の人たちと、てんで

に思いつきを語ること、ひとりひとりが長い間考え続け

てきたことの蓋が思いも寄らないきっかけで開くこと、

腑に落ちること、もありました。その中からは想像を超

えた気づきが生まれることを何度も経験しました。

往々にして、熟慮し、自分の立場やあるべき姿、あるい

は理念を定めて、それを堅持することが真面目さ、誠

実さのように言われます。朝令暮改だったり、言うこと

がコロコロ変わる、ということは悪、いい加減なやつ、に

なります。一般的に。

けれど、ここでなされた対話は、くぐもり、逡巡し、想像

し、縦横に思いを巡らせ、小さな呼吸の間合いのなか

に啓示のように何かを感じ、呼応し合うことで、自分の

認識が刷新されることもありました。本質的な意味で

何かを研鑽することは、自分を頑なに保持することでは

なく、高らかに解き放つこと、心を開いて言い訳や思い

込みを捨てることなのだろうなあ、と。そこでは自分で

は得られない気づきを提示してくれる場や他者が言い

ようもなく貴重であると思われました。

その一方で、ひととひとはわかりあう、ということは不

可能であるとも思えます。想像することはできるでしょ

う、でも、他者を、わかるということは無理なこと。わか

る、ということとは別の良心的誤解の連鎖であり、理解

は常に不均衡に起こります。

社会学や文化人類学で聞くようなフィールドワークとい

う技術は、仮説に基づき明確な観察する側、観察される

側がいて、その観察の結果を客観的に記述するような

ものを指すのでしょうか？

水俣と東京の間の時空の地図、あるいはワークショップ

の中で交わされる対話、この、フィールドワークをめぐる

対話のそれぞれが、それぞれのレイヤーの中で、それ

ぞれの立場や意見、考え方は決して均等でも並行する

ものでもなく、常に不均衡にズレと差異を伴って立ち

現れます。その、認識のズレこそが、文化人類学や社

会学の、いわばアカデミックな精緻で整序された議論

の逆を突き進みます。

◉そこに、問いから生まれる問いがある

どの立場で私は話してよいのか？ 自分の立場は何なの

だろう？森山さんの、前のめって躓くような発言もありま

した。スタンディングポジションではなく、スタンディン

グポイント。森山さんは木村哲也さんの記録を読む担

当でしたが、全文を手で書き写しました。理解というの

は、文言を文言の意味としてわかる、ということではな

いと思います。手で書き写すこと、その身体的行為は

文字面を目で表面的になぞるだけではない身体的信号

となって、気づきに至ると確信します。理解は複雑で豊

かです。辻さんは、「記録を意味でとらえるだけでなく、

それがどのような経験を作り出す媒体になり得るかで

も異なるだろう」と書いています。

そして、その発言に端を発し、ズームでのミーティング

では、須之内さんからは、「僕も、この行為が誰に向け

て何のためにやっているのか疑問です」という発言も聞

かれました。そこで、立場をめぐる議論が繰り返された

ことは言うまでもありません。（→表面5-B地点♦）

このことは、再び、辻さんの、「何者かにされること」と

いう書き込みも導いたように思います。そこでは「ハン

セン病の療養施設の中の絵画サークルで描かれた絵

は、別れた家族や故郷、隔離された施設という二重の

場所に関する眼差しで描かれていた。私たちが社会や

倫理でそこにある感覚をハンセン病患者と言う何者か

にしてしまうことの難しさを感じる。（略─）」。（→裏面

8-C地点♥）

すべては過程で、何かの論理に基づいた結論を導き

出すことを意図したものではありません。

くぐもった問いはくぐもったまま、次の問いを生み出し

ます。永遠の連鎖にも思えますが、その過程の断片に

あるリアリティ、微振動は隘路を通って、ときに大きな広

場にも出るでしょう。

◉異なる考え方への小さな入り口 （それぞれの）辺境

としての私を外から見る

ワークショップの参加者募集に際しては、たくさんの

方々が応募してくださいました。今回は応募の際に参

加動機を伺いました。もちろん、動機はさまざまです。

けれど、通底していることは、それぞれの方々が、何か

に対する疑問や今の状況への不安、場合によっては不

満のようなもの、将来、まだ到達しない時間への思い

のようなものを抱いていることを感じました。これから

どうなるのだろう？と。

時節柄、遠隔での運営となりましたが、疑問や不安の

質量を思うと、どのように対話をしていくことが可能な

のか？都度都度に考えることになりました。すべて、問

いと答えは一対一対応ではありません。

豊田有希さんの、黒岩地区だけでなく、写真を撮るとい

うこと、人と出会うこと、関わることの歩み方、高橋亜美

さんが紹介してくれた靴下の映像、リヤカーをひく高

橋伸行さん。釜ヶ崎を知らない世代の参加者もいまし

た。参加してくださった方々にとって多くのことが初め

て聞く話だったり、初めて出会う人だったと思います。

参加者の皆さんの心の中にどのような地図が描かれ

たのでしょう？小さな入り口が放つ光がさまざまな線を

描き、変動し続ける島を渡っていく足元を照らすと良い

と思います。

須之内さんの、印象的な言葉を引きます。 

物理的には遠くに居ても、一生会うことのないだろう無

数の人々に支えられているというか関係して自分が生

かされている。読書やドキュメンタリー鑑賞、レクチャー

での対話、そしてこのフィールドワーク試論のような儀

式的時間がもっともっと必要なことのように思いました。

現場で活動をされていたり、表現をされている人々が

いるからこそ、このような儀式的時間をもつことができ

るのですが、遠く離れた僕たちは、何とかしてその時間

を作っていかなければ！と思います。当事者と密接であ

る必要もないのかなという。（→裏面7-C地点♣）

宮下美穂　（特定非営利活動法人アートフル・アクション）

▶▶▶　表面から続く

♥

♣
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001

第1回 黒岩地区で写真を撮るということ─002

 ─「あめつちのことづて」の制作をめぐって

第2回 黒岩の暮らしのこと─ 010

 ─黒岩地区にお住まいの方 と々一緒に

第3回 多摩地域での制作①─ 028

 ─リサーチを始めて

第4回 多摩地域での制作②─ 038

 ─多摩ニュータウンと堀之内

第5回 「REBORN  プロジェクト」坂本展①─ 050

 ─さかもと復興商店街より

第6回 「REBORN  プロジェクト」坂本展②─ 062

 ─展示とその後

第7回 コンタクトシートなどについて─ 074

 ─フィールドワーク、リサーチでの気づきの残し方

※各回の開催記録データはレクチャー編に記載

フィールドワーク編 講師：豊田有希

豊田有希（とよだ・ゆうき）写真家。1987年生まれ。その土地の風土や暮らしを見て得るだけでなく感
じ得ていきたいと、住んでいる地域の周辺を主なフィールドとして撮影をおこない、潜在化する人権や差
別など社会問題への意識を根底にもちつつ、土地や人物の魅力をとらえることを目指している。「山間
地、半数に水俣病」という1枚の新聞記事を見たことをきっかけに、熊本県芦北町黒岩地区に通い、
その後、水俣市に移住。2016年から農作業の手伝いなどをしながら撮りつづけた写真を「あめつちの
ことづて」シリーズにまとめる。
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●写真って、どういうものだろう─父と向き合い、学んだこと

　写真を撮り始めた頃、自分の写真の中身がないことに落ち込んだことがありました。撮
るものをビジュアルだけで選んでいることに気づいたんです。その頃に3人で写真展をし
たのですが、他の2人は、写真のことを学んでいた。その人たちが写真を見ながら、
撮っている人の感情だとか、その背景とかいろいろなことについて話していたんですね。
写真を見るのではなく読むという感覚を知って、写真の中身について考えるようになりまし
た。この頃に撮っていたのは、産業遺産などの廃墟のモノクロ写真です。
　そこから「結局、写真ってどういうものだろう」ということを考えていく中で、ある写真
家の本に出会いました。そこにはポートレートの撮り方が、エピソード付きで載っていて。
その写真家は、自分の両親が亡くなったときのことを挙げて、お母さんはこういう人だっ
たから、一番優しく見えるカットを探して撮ったんだとか、お父さんはこんな人だから、顔
は写さないで手元の力強さを撮ったんだと書いてあって、そういうふうに写真を撮るのか
と思いつつ、そんな時期にちょうど父が末期のがんということがわかってしまいました。
　私と父は、ちょっとけんかをしたり、仲があまりよくない時期もありまして。ただ、小さい
頃はよく一緒に遊びに行っていたんですね。写真やバイクも、父がいろいろ話をしてくれ
ていたことが、私が興味をもつきっかけになっていました。
　2011年に末期がんがわかって、ちょうど1年半ですね、息を引き取るまでの記録をし
たのですが、そのときに私が父と向き合ったことで、写真はどうやって撮るものか、どんな
ふうに撮っていくものかという本質的な考えを一番学びました。写真に対する考え方の転
機になるような出来事でした。

●ドキュメンタリー写真を志して

　ちょうど同じ時期ですが、写真には広告写真や、いろいろな分野がある中で、私はで
は何がしたいんだろうと思ったときに目についたのが、ドキュメンタリー写真というジャンル
です。そういうジャンルがあることを知って、そのときに私は、なんとなくこういう写真が撮
りたかったんだと思って、思いたってネパールへ行ったんです。そのときのドキュメンタリー
のイメージは、主に労働問題や貧困問題を取り上げているイメージで。今思うと浅はか
だったなとは思いつつ、2012年に福岡で初めて個展をする機会を頂き、そうした写真を
展示しました。
　展示というのは、自分の作品を客観的に見ることができる機会というか、一番考え込む
ような機会になると感じています。このときも、やはり写真の中身を客観的に見たときに、
どうしても旅行者というか、そういう目線でしか撮れていないことがちょっと見えてきて、ま

たしてもその内容のなさに落胆してしまいました。
　また、海外だと撮影費や日数を考えると長期的に行くことが難しくて、よその土地で私
が撮ることの意味って何だろうかと、少し疑問をもち始めました。写真を撮るにあたって、
遠いアジアの国で撮らないといけない理由は何もないんじゃないか。ほかの国だと暮らし
そのものがとても新鮮で、刺激的に見える。でもその中で撮る写真は、やはりどこか旅
行者目線になってしまう。そういうものにあまり意味を感じなくなって。であれば、自分の
住んでいる場所の周辺で何か撮れないか、そういったところにもいろいろなキーワードは
あるのではないかと考えるようになりました。

●黒岩地区との出会い─ 1枚の新聞記事から

　そんなときに、自宅で見た一枚の新聞記事が目に留まりました。
　2012年1月26日、「山間部、半数に水俣病の症状」という見出しで住民の半数に
水俣病の症状が確認されたという内容だったんです。これを見たときの率直な感想は、
今、水俣病の症状が確認されたとはどういうことなのかということです。
　水俣病というと、小学校の授業で習った程度しか私は記憶がなかったのですが、そ
れが今わかるということと、海ではなく山で、この二つにすごく衝撃を受けて、その数日
後、実際に集落を訪れました。
　これが位置関係ですが［fig.①］、私が住んでいた熊本市は県北で、水俣市は一番
県南の町、そのあいだが100kmぐらいです。黒岩は水俣と熊本の半分より少し水俣寄
り、水俣から40kmぐらいの距離にあります。
　最初にバイクで行ったとき、海手を走っていったら、うっそうとした杉山に入って、この
先にまだ集落があるのかなと思ったんです。その杉山を抜けた瞬間に、山に這うようにし
て集落が広がりました。なんとなくそのときに、撮りたい、ここをやはりどうしても撮りたいと
いう直感的なものはあったのですが、それと同時に、ここと水俣病がまったく結びつかな
くて、そもそも水俣病とはいったい何だったのかということに疑問をもちだして、水俣にも
通うようになりました。

●水俣病とは

　水俣病について少し説明させていただきます。水俣病は水俣市の中心にあるチッソ水
俣工場からの廃水にメチル水銀が含まれていて、魚を食べる人間に食物連鎖を通して
水銀の被害を起こしたものです。
　水俣病の症状には大きく二つあります。一つ目が劇症型水俣病。激しいけいれんや
言語障害、運動失調、視野狭窄といった様々な症状が見られて、初期に多い。私の
記憶の中にあったような、モノクロで震えがあったりするような方たちの写真というのは、
主にその劇症型の症状の患者さんの姿でした。
　もう一つは、慢性型水俣病で、現代の被害者の多くはこちらです。手のまひやしび
れ、感覚障害など症状は様々に表れるんですが、見た目にはまったくわからないところが
あって、普通の人と何も変わらなく見えてしまうので、本当に水俣病なのか疑われたり、
差別の対象になったり、水俣病の申請にすら声を挙げづらい風潮もあることを知っていき
ました。
　現在、水俣病の認定の患者さんは約2200人おられます。黒岩地区の被害者たちは
2009年に施行された特措法の救済措置の”対象”でしたが、認定制度による”認定”
はされていないため未認定患者とされています。特措法に基づく救済措置には約6万
3000人が申請しましたが、それで全て終わったわけではなく、救済を求める裁判は今も
あります。同じ山間部でも、救済対象外の地域もあります。黒岩地区も、昔の行商さん

●水俣市
●黒岩

●熊本市

熊 本 県

第1回│2021年9月29日（水）19:00〜21:00

黒岩地区で写真を撮るということ
─「あめつちのことづて」の制作をめぐって

fig.①
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の記録と黒岩地区の人たちの証言が一致した、裁判の証言と黒岩の人たちの証言が
一致したということで、特措法が受けられることに、申請ができることにはなったのですが、
最初は救済対象外の地域でした。
　熊本県内に限っても、水俣の中だけでも、認定されている、されていない、いろいろ
な問題があって、内側の差別と、見た目とかそういったもので差別を受けたりもするよう
な、外側からの差別という二重構造になっていることを知っていきました。
　この頃は、まだ私が水俣に住む前で、水俣病のことを知っていっても、肌感覚として
は理解できていなくて。ただ話を聞いていく中で、自分の幼い頃の記憶に重なることがあ
りました。それは、私が幼少期に参加した、被差別部落の学習会や集会などで証言し
ていたおじいちゃん、おばあちゃんたちの姿でした。さらに、被差別部落をテーマにした
写真を見たことがあったのですが、その写真がいいとか悪いとか、そういうことではなく
て、そこに写る人に、身近な人や自分の姿を重ね合わせたときに、撮られる者の痛みと
いうことと、自分が撮る側なので、撮るという行為の暴力性をなんとなく肌感覚で知ってい
くことができました。

●水俣に移り住んで

　水俣病のことを知りに水俣に訪れる。そうすると水俣病に関することだけ知っていくこと
になる。でも水俣の人たちからすると、日常の暮らしの中に水俣病はある。それが、どう
いう感覚で受け取られているのかということが段々気になりだしました。それで、熊本か
ら水俣に移り住んで、水俣の人たちの住んでいる感覚を知りながら撮っていくことを始め

ました。
　水俣に6年前に引っ越して、そこから40kmぐらい離れた黒岩地区へ、月に最低は1
回、村行事などが重なるときは数回、ずっと通いながら撮影をしていきました。
　先ほどの話に少し戻るのですが、自分の背景に重なったことで、水俣の人たち、芦北、
黒岩の人たちがどう思うのか、それを私がどう撮るのかということがすごく考えやすくもなっ
たのですが、水俣とか部落というキーワードを相手に話していく中で、「ああ、あの水俣
ね」とか「ああ、部落あったよね」とかという「ああ」と言葉を返されることもありました。
すごく影の部分を感じることがあって、すごく苦痛の部分があった。問題があることは事
実ですが、この現実と対比しながらでも、自分の生きてきた時間や場所に誇りをもちたい
というのは、誰しもにある感情なのかなということを思っています。
　

●日常を撮る─暮らしの中の、水俣病

　私が撮っている写真は、黒岩地区の日常の暮らし、田を耕すところや村行事をすると
ころ、お昼ご飯を普通に食べているところとか、そういった景色なのですが、一緒に時
間を過ごす中で、たまに立ちどまることがあって。
　ずっと一緒にいると、会話の中に水俣病のことが出てきたり、ものを触るときの感覚が
ちょっとないような、ないというか、ちょっとわかりづらいのかなというような手の動きをしたり
だとか、そういうことをいろいろ発見していくんです。それは、私がそう思っているだけか
もしれないし、本当に水俣病の影響が出ているのかもしれないのだけれども、日常には、
水俣に限らず、ふとしたところにキーワードがあると思うので、そういうところにいろいろな

fig.③fig.②
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人が足を留めたらなと思って、直接的な水俣病の被害ということではなく、日常の暮らし
を撮りつづけています。
　最初に行ったのが2012年、撮影を始めたのが2016年。最初の4年間は葛藤もあ
り、実際に水俣を昔撮っていた写真家に会いに行って、どういうふうにコミットしていた
のかとか、アドバイスをもらうこともありました。そうやって少しずつ進めてきたのですが、
2015年の暮れ、2016年の1月に黒岩集落の区長さんが、村行事があるからそこに来
て写真を撮っていいよ、集落で話を聞きたいならそこで聞けばいいよと言ってくださって、
初めて撮影の許可をもらいました。そのときに撮ったのが、どんどやの写真です［fig.②］。

●公民館ではじめてのスライドショー

　写真を撮り始めて1年ぐらい経つと、だいぶ名前を覚えてくれるようになりました。最初
は「カメラさん」と呼ばれていて、写真を撮っている人ぐらいに思われていたんですが、
どんどん「有希ちゃん」と名前で呼んでくれるようになって。
　その一方で「この子は何の写真を撮っているのか」という声も聞こえてくるようになりま
した。最初に説明したつもりではあったけれど、きちんと伝わっているのか、本人たちが
どういうふうに写真を見るのか不安があったので、2017年の夏に、黒岩地区の公民館
でスライドショーをすることにしました。30分ぐらいかけて、写真を100枚程度見てもらっ
たんですね。どんな反応だろうと心配していたんですが、私の想像とは思いのほか違っ
て、皆さんすごくにこやかに見ておられて。「ああ、あの人、俳優みたいに写っとるね」
「ああ、よかね」「こがん撮るとたい」と言いながら見てくれて、すごくほっとしました。
　その数日後に、ある人と一緒にスイカを取りに畑に行くと、その人がいきなり畑の中で
大回りをし始めて、スイカをもって、ツルを切る直前で止まったんです。何事だろうと思っ
たら、「撮ったかい」と言い出して、あれと思って。あ、撮る瞬間のことを言っていたん
だと思って、私もあたふたしてしまって、「あ、撮るんですね」と言って、写真を撮らせて
もらいました。
　そのときの距離感というか、やっとこの距離に来れたということと、自分がどんなことを撮
りたいのか伝えたり、写真を見てもらったりしたことによって、相手にもこのカメラマンはこ
うやって撮りたいんだということをわかってもらった気がして、すごくうれしかったです。そ
のときの写真がこれです［fig.③］。

●5年目を迎えて

　2016年に撮影し始め、今が2021年。5年間コツコツ通いながら撮ってきました。私は
写真を独学で撮ってきたので、正直、最初は何もわからなかったというか。写真のことも
わからなければ、ドキュメンタリーを撮っていく中で、どうやって人とコミュニケーションを取っ
ていくのかとか、どういうものが必要かとか、まったくわかっていなかった状態で、いろいろ
な本を読んだり、いろいろなところに行って人の話を聞いたりしながらつづけてきました。

　2021年3月に熊本市の書店のギャラリーで展示をしました。［fig.④］コンタクトシートを
張りめぐらせた展示だったのですが、私はドキュメンタリー映画が好きで、それを勉強材
料にしていて、その監督や、どういうふうに組み立てられたか、どういうふうにストーリー
テリングをされたかというような参考にした本も一緒に展示しました。
　これが写真をセレクトしているときの、家の写真です［fig.⑤］。
　思い浮かんだキーワードを自宅に貼ってみたり、テーブルのまわりに付箋で貼ってみたり
だとか、気になる写真をぜんぶプリントアウトして貼って、見飽きたら外していくようなことを
繰り返していきます。壁に写真を張りめぐらせて、それを見ながら、どういうふうに組んで

いくか、どういうものが必要なのかを考えては、何回も何回も貼っている写真を変えること
をしていました。

─

事務局│感想や、豊田さんにお伺いしたいことなどを皆さんにお聞きできればと思います
が、いかがでしょうか。私は、豊田さんが、水俣を撮ることと自分の日常を接合しないと、
という話をされていたことがとても印象に残りました。

参加者1│スライドショーにあった「メゴバイノウテ～」というのはどういう意味でしょうか。

豊田│「メゴバイノウテキヨラシタモンナ」というのは、熊本弁。県南のイントネーション
なのですが、「メゴ」はかご、「イノウテ」はからって（背負って）、「キヨラシカモンナ」
は来てたもんねということで、かごを昔はからって来ていたんだよということです。
　天秤棒のような、太い木の先にかごを二つぶら下げたような形で、漁村からそれに氷
と魚をいっぱい入れた状態で行商さんが歩いてきていたときのことを黒岩地区で聞いたと
きに、「メゴバイノウテキヨラシカモンナ、アンヒトハ」と語っておられたのですが、その言
葉がすごく印象に残って。イントネーションの柔らかさまで含めて伝えたかったので、その
方言のまま書いています。

参加者1│すごく勉強になりましたといいますか、いろいろ考えさせられる話をありがとう
ございました。黒岩地区に、行商の方がいっぱい来ていたということですが、どういうふ
うに買われていたんでしょう。魚とお米などを対価として取り引きされることもあったんです
か。
　
豊田│当時は、お金で買っていたと聞いています。逆に、山ではタケノコとかが取れる
ので、そういったものは海のほうに売りに出したり、食の行き交いはあったそうです。
　水俣市から鹿児島に抜ける山のほうには、昔、線路があって汽車が走っていたので
すが、その汽車では、最初に水俣から魚をはからった行商さんが山手のほうへ行って、
そこで物々交換でお米や農産物と代えたりしていたという証言も一部にはあります。

参加者1│そうすると、黒岩地区だけではなく他の山間部の地域もポツポツ水俣のほうと
取り引きされていて、水俣病の患者さんは、実は潜在的には結構いらっしゃるのではない
かということになるのですか。

豊田│チッソからの廃水が、最初は水俣湾の中の排水口だったので、その周辺で水俣
病の被害が出ていました。それを一回、排水口の位置を、水俣川のほうに変えたことが
あって、不知火海一帯に被害が広がることになりました。そのときにチッソは、サイクレー
ターを付けて処理をして流していますと言ったのですが、実際はそうではなくて、メチル
水銀に汚染された水がそのままそこへ流れ出ていたんです。なので、黒岩地区から一
番近い漁村である、芦北のほうの田浦地区や、もう少し北上していく辺りでも、漁村のほ
うでは昔から水俣病の被害は確認されていました。
　あと、私はその行商さんのことをいろいろ聞きながら、行商さんの道を少したどったこと
があって。一番近い漁村から黒岩地区までは15kmぐらいあるんです。そこを毎日、1
回から多いときは2回ぐらい、行商さんが行き来していたという話なんですが、実際歩い
てみると、私は1日かかってしまいました。
　行商さんが行き来した時代は道がまだなくて、山の道をたどって集落まで魚を売りに

fig.⑤：自宅ワークスペースにてセレクト作業中

fig.④：熊本市の書店のギャラリーでの展示風景。
「あめつちのことづて─山を歩いて考える」
長崎書店ギャラリー、2021年3月
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行っていたそうです。私はすごく遠く感じたのですが、かつてそこを行き来していた人た
ちによると、それでも町に出ていく交通はそこしかなかった。すごく軽やかな感じで、毎
日下りていたというか。昔の生活圏は今とは全然違う感じであったんだなというのが、聞
き取りをしていく中でたどっていくと、わかったことでした。

参加者2│写真、とても興味深く拝見しました。少し変な言い方かもしれませんが、豊
田さんは、ただ誰かの写真を撮るというよりは、撮った写真の一コマの中にお互いが居ら
れるような写真を撮るなと思って。その人たちが、一緒に居てもいい人に見せる表情が
写っているような気がしました。人だけでなく、イモリとか木 と々かにもそういうものがあると
いうか。そこで、対話をしたことがない人というか、関係がないような人を黒岩地区で撮
ることがあるのか、そういうカットも存在するのか、お聞きしてみたいです。

豊田│話したことのない方もいるかということですが、私は写真を撮るときは、話したこと
がある方が多いですね。黒岩地区はそんなに大きい集落ではないので、村行事などに
行くと、だいたいいろいろな人と顔を合わせたり、話したりするんです。でもそれだけでは
なくて。
　私が最初に迷っていた時期は、撮りたいという思いはあるけれど、水俣病というものが
背景になっていて、私が撮って果たしていいものなのか、そこの責任が取れるのかという
問いがすごくあって、カメラを向けられなかったんです。
　山の集落といっても、水俣などとは比べ物にならないくらい山間地というか、あまり人の
行き交いのない集落なので、本当に行き始めたころは、みんな引いていくようなところが
あって、「誰だ、誰だ、あの人は」みたいなことになっていて。コミュニケーションの取り
方がわからないので、最初に黒岩に入っていくことができなかったときに訪ねたのが昔、
水俣で写真を撮っていた写真家です。その人に、コミットしたいのですが難しく、どのよ
うにしていたのか教えてほしいと聞いたんです。そうしたら、どこどこの患者会というとこ
ろがつながっているから、そういうところから連絡を取ってつながっていくといいよと教えて
くれて、実際にその患者会に連絡をしたら、申請当時の元区長さんに連絡を取ってくれ
て会うことになりました。
　ただ、それも撮影し始める2、3年前のことで。やはりそれでも本当にここを私が撮る
のか、本当に撮っていいのかなと心構えができない時期があって。
　でもどうしても撮りたい気持ちが消えなかったというか、どうしてもこの集落に通って撮り
たいということと、今、水俣病がその山の集落で起きていること、なおかつ村に行ってみ
ると、今も昔ながらの営みがつづいている。村行事も含めて営みがつづいている。そん
なことを残しておきたいなと思って、そのあいだにいろいろなことが起きて、やはり撮るとい
う決心をしていくのですが。
　そこから2016年に始まって、毎月通っていって。最初からカメラを向けると少し引いて
いくようなところがある方も少なくはないんですね。私は正直、自分が撮られるときにすご
く抵抗があるので、相手が嫌な思いをするときにカメラを向けるのはどういうことかを考え
ながら、カメラを出すこともないまま、ただ話して帰るような日も結構多くて。
　なので、何も相手のことを知らないままでカメラを向けることには抵抗があるというのと、
どういう人か相手から信頼される、その信頼関係をお互い築いていくことが写真を撮って
いく中で一番大事なので、それを5年間かけてつづけてきたように思います。
　それをずっとつづけていくと、「家に上がっていきなよ」とか、お昼ごはんに誘ってくれ
ていろいろな話をしてくれることもあって、広がっていく。
　写真の被写体という言い方があまり好きではないのですが、私は撮る側で相手は被写
体ということにはなってしまうけれど、それ以上に人間関係がないと、カメラを向けることも
してはいけないのではないか。それが成立した上で撮っていくことが、私の中では一番

重要だと思うので、それをつくっていきたいので時間をかけて撮っています。

事務局│私と同じくスタッフの瀧本さんは、2021年8月に、水俣と黒岩地区まで行ってき
ました。豊田さんと黒岩地区に行ったとき、豊田さんを見て、山の高いところからすごくう
れしそうに男性が走ってきて、写真撮るの？　みたいなことでお話ししていかれたのが印
象的でした。豊田さんがあそこでどういう存在なのかなんとなく感じることができて。先ほ
ど伺った、お互いがそこに居る写真という言い方に、まさしくそうだなと思いました。
　豊田さんに1つ質問ですが、展示や写真集では、タイトルはありますが、キャプション
がないですよね。日付情報もない。それはどうしてでしょうか。

豊田│ 私が撮っている写真は、あくまでもここの暮らしを通して、水俣病があったことも
通して、私がここでどう思うかということを表現していきたいなと思っていて、どちらかとい
うと、1枚で見せることではなくて束をつくることで、群を成すことで見せる、意味を成す
写真だと思っています。
　もちろん一枚で意味を成す写真もあって、それが伝えることも大きいと思います。でもド
キュメンタリーの中でも、私の撮っているような写真と、そういう報道的な一枚で伝える写
真というのは、まったく別の意味を成すと思います。
　文を書くとき、詩とか書くときにいろいろなことを書いていくと思うのですが、同じように
写真を組むときに、私の中では文脈というか、表現したいというものと、黒岩の人やそこ
の暮らしを思い出しながら、いろいろな順番などはその文脈で考えていっているので明確
な文章というのはないのですが、なんとなく文章のような感じで写真を組んでいくんですね。
　だから、そこに空白が欲しいなと思ったら1ページ空けてみたりしています。こことここ
は組んで、こういうふうな見せ方をしたいとか、ここは強調がしたかったとかという。その
写真の中に一つ自分は文脈をもっているので、一枚一枚の写真の強さというよりは、それ
を見せたい。
　展覧会では、最初に自分の意図をまとめた文章を書いてはいますが、見る人にはその
人の見方で見てほしいとも思っています。例えば、私は水俣病のことを知ることで自身の
ことと重ねたけど、見る人たちもいろいろな背景があって、そこに重ねてほしい。見る人
が自分で物語を考えていく、そんなことをしてほしいなと思っていて。なので、キャプショ
ンは付けていません。
　例えば、私は、手の写真を多く撮っているのですが、それは、その作業を伝えたいか
らではなくて、その人たちの手の動きから伝わるような柔らかさとか、しわから出てくるよう
なその人の背景だとか、そんなものを、いろいろなものを想像してほしいというか。確か
に、背景には水俣病があって、ここに暮らしがあってとは言っているけれど、見る人が、
水俣病のことは何もわからなかったけれど、暮らしのこんなところが気になった、こんなこ
とを自分は思ったんだと思ったら、私はそれでいいというか。逆にそこから、気になった
点からもっと広げてほしいと思うし、自分の中のストーリーをどんどん組み替えてもらっても
いいと思っているんですね。だから、見る人は本当に自由であっていいと思うので、文章
やキャプションで「こういう背景があって」とか説明したり、私の意図を固定したりしたく
ないと思っています。
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●黒岩地区の公民館から

事務局│今日は豊田さんと黒岩地区の皆さん、6名の方に、黒岩地区の公民館に集まっ
ていただいています。今日は皆さんに、黒岩地区の暮らしについてお話を伺いたいと思っ
ています。その中で、豊田さんがどのようにそこで撮影をされていたか、どんなところを
撮影していたか、どんなことがあったかということもお伺いできたらいいなと思っています。
では最初に、豊田さんから皆さんのご紹介をお願いしてもいいですか。［fig.①］

豊田│その場の空気などが伝わるといいなということで、今日はWS1回目に写真を見て
いただいたりした黒岩地区からZoomをつないでお話ししようと思います。
　私が黒岩地区を知ったのは、2012年の新聞記事でした。それを見た直後に来たの
ですが、それからだいぶ間が空き、次に来たのは2013年秋頃です。水俣病検診のと
きに区長さんをしていた橋本明さんを紹介していただいて訪ねました。そこから少しずつ
通ってきて。
　2015年に水俣に引っ越した直後に、やはりここを撮りたいんですということで、もう一
度お願いしに来ました。その後、「今度どんどやと御講さんという村行事があるから、そ
のときに来て、話を聞いたり写真を撮ったりしたらいいよ」と許可を頂き、2016年から通
わせていただいています。村行事や普段のときに来て、昔の暮らしなどいろいろなことを
聞きながら進めてきました。その中で徐々に撮影ができるような距離の近さになって、今
に至ります。
　お一人ずつ自己紹介を簡単にしていただこうと思います。

橋本│皆さん、こんにちは。私は今日、みんなが集まっている公民館の館長をしていま
す。有希ちゃんは、8年ぐらい前から来るようになって。今ではもう有希ちゃん、有希ちゃ
んと、ほとんど皆さんが知っている状態です。
　でも、最初は一人で写真を撮るともいかんけん、私がずっとついて行って、写真を撮
らせてください、写真ば撮らせてくださいと、一緒に回りました。でも2回、3回目からは
一人で結構あちこちいかれてた記憶があります。私は来月で71歳です。橋本明です。
よろしくお願いします。

久保│皆さん、こんにちは。久保誠也といいます。黒岩区長をして6年目になります。
最近はコロナ関係でいろいろ行事もできませんが、コロナが落ち着いたら皆さんと一緒に
またできたらいいなと思っています。よろしくお願いします。

久保（の）│こんにちは。久保のり子といいます。妻です。私は、今日はたまたま休みとい
うことで、わけがわからず参加しろという（笑）。よろしくお願いします。

岩口│こんにちは。私は岩口虎次と言います。豊田さんとは祭りとかでよう会話をさせて
もらっています。よろしくお願いいたします。

渕上│私は昔の平家の落人の5代目、6代目になるんですけど、黒岩でも平家の落人は、
3家しかなかったんですよ。それで一番残っているのが今、渕上家がこうしてなんとか農
業をやりながら暮らしておるんですけれども。もう年も80を越した男衆に、そう長くはもうも
たないと思います。なんとかできるだけ黒岩の部落の人たちで仲良く暮らしていこうかな
と。それだけは私は思っています。以上です。

渕上（ト）│私は渕上サイトウの妻です。トキエと申します。いろいろと主人が申したよう
に、皆さんのおかげさまで、80を超えて、なんとか元気で二人で頑張っています。よろし
くお願いします。

豊田│こんな感じで、集落のごく一部の方々ではあるのですが、今日ここにお越しいた
だきました。本当に皆さんに温かく接してもらいながら、撮影をつづけてきていて。ここで
写真を上映したり、近くで写真展をしたりして、どういうふうに皆さんが思うんだろうという
ことを考えながらつづけてきました。
　逆に言うと、この地域になじみのない方たちは、この写真やこの地域をどのように見る
のかなということも思っていて、どんなことがわからないか私も想像がつかないので、ぜひ
いろいろな質問を投げかけていただけたらと思います。
　最初に3分のスライドショーを見ていただいて、その中で心に残っている写真があった
ら、そのことについてお話ししたり、村行事のことなどもなじみのない方が多いと思うの
で、そのことについてお話しいただこうかなと思っています。

＜スライドショー上映＞

●昔はなんでもつくっていた

参加者1│スライドショーで出てきた、木の壁にたくさん字が書いてあった写真は、何の
写真でしょうか。［fig.②］

豊田│これは確か、昔の天秤とか荷物が置いてある納屋で撮らせてもらった写真ですね。

橋本│ああ、これは納屋の名簿とか書いてあっとやなか？みそとか。

豊田│そうです、そうです。納屋の壁にチョークのようなもので、メモ書きみたいな感じ
でされている。どこの家だったかな。

橋本│みそばつくるときの帳簿とか、そういうものかな。砂糖ばどんだけ入れればいい、
砂糖、塩、どのくらい入れるとか。

豊田│たぶんその材料や量が作業をしながら見られるように壁に書いてあって。

渕上（ト）│もう今は覚えたばってんさ、みそ麦が何キロ、米が何キロ、塩が何キロと書

fig.①：黒岩の皆さん。（Zoomのスクリーンショットより）

第2回│2021年10月23日（土）15:00〜17:00

黒岩の暮らしのこと
─黒岩地区にお住まいの方々と一緒に
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いてあったメモがあったんですね。今はもう貼ってないけど。覚えたけん。

参加者2│今もみそってつくってるんですか？

渕上（ト）│そうです。手作りでつくってます。

豊田│トキエさんはみそもですけど、なんでもつくられます。

事務局│おみそは一軒一軒でつくるんですか。みんなでつくる？

渕上（ト）│いや、今はうち1軒だけです。昔は、村中つくりましたですかね。おみそもしょ
うゆも。今は、でもほら、しょうゆも買うとがあるし、みそも買うとがある（買うものがある）。
だけん、あまりつくんならんけど、私はやっぱり手作りします。

事務局│いいですね。

参加者3│おみそのほかにも、今でも手作りされているものはありますか。

渕上（ト）│漬物とか。畑でつくる品物は、大豆とか、からいもとかですね。野菜はもうほ
とんどつくっています。

豊田│それぞれたくわんとか高菜とか。漬物はあとはどんなものが多いですかね。

渕上（ト）│ほとんど高菜かな。生姜みそ漬けとかな。

豊田│お花見や、敬老会のときは、みんなでもち寄りするんですね。おにぎりと、皿いっ
ぱいにお漬物が並ぶ。いろいろなおうちのたくわんとか高菜とか漬物が並ぶので、だい
たいそこで塩の塩梅の話になって、「これはからか」「これ甘か」「これはどがんとか」
という話になって、その話を聞きながら、私はぜんぶ少しずつ食べていくのですが、どれ
もおいしいですよね。

●村の行事のこと─山の神さん

参加者4│縄を結って、縄を背負っているみたいな、何かの行事なのかなと思う写真が
あったんですけれども、それが何なのか、ぜひ教えていただけたらと思います。
　
豊田│あれは山の神様ですね。何て言うんですかね。皆さんは山の神さん、山の神さ
んって言うんですけど、山の神様を祀る行事があって。そこの写真もちょっと出しますね。
コロナ禍でいろいろな行事が中止になっていますが、この山の神さんだけでは今年もやっ
て。これが今年ですが、最初にこんな感じで太いしめ縄をみんなで結うんです。これは
前の日。しめ縄につける飾りをつくっている。これはサイトウさんと橋本さんです。昔から
すごくきれいに、縄を結うのも飾りをつくるのもサイトウさんのきれいな手作業で。しめ縄は
男性3、4人で結われますよね。［fig.③］

渕上（ト）│ミツネリせんばいけん、3人おらんと。

豊田│ミツネリ。3方向を1人ずつもって。この写真ですね。［fig.④］

渕上│これつくる前な、準備が大変やった。

事務局│サイトウさんがすごくそれがお上手だと豊田さんから聞きました。サイトウさんが
教えてくださっている。

渕上│はい。

事務局│サイトウさんのお宅だけが今、田んぼをやっているとおっしゃっていましたっけ。

渕上（ト）│そうです。

事務局│わらは、そのときのわらですか。

渕上（ト）│そうです。

fig.②

fig.④

fig.③
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参加者5│縄を編んで、山の神様のところにかけるまでが、一連の行事ということですか。

橋本│そうですね。終わったら、お神酒上げ。お酒を山の神さんに上げてから、みんな
で。

渕上（ト）│うるちの米で粉になして、団子（だご）をつくって、神さんに上げて、それを
焼いて、食べるのが行事です。

豊田│昨年はみんなで一緒にしていたのですが、私が最初に来た年は、上に（山の神
で）男性がよっていましたよね。女性が下で団子（だご）をというふうに分かれていまし
たよね。

渕上（ト）│家でつくっていって山の神さんに少しずつ丸めて、団子（だご）をつくっていっ
て、わら苞と言ってからつくって、それをもっていって上げてからおろして、焼いて食べる。

久保（の）│そうすると、女の人はあれには上がれないの。

豊田│そうですよね。山の神様が女性なんですね。

久保（の）│女性だから、女の人は…。

渕上│昔は女の人は行ったらあかんいうて。

豊田│あそこの場所に行くのも駄目だったんですか。

渕上│昔は男の人だけ。

久保（の）│絶対男の人だけ。昔は人間が多かったけん、上と下に分かれて毎年交互
だったんだけれども、人間がいないし、年もとってきたけん、合同でするように。

豊田│なるほど。そのような形で。山の神様だけは、コロナ禍でもあっていますよね。

●村の行事のこと─御正忌さん

渕上（ト）│秋の彼岸、春の彼岸、御正忌さん、3回は必ず、行事をしています。

事務局│御正忌さんてなんでしょうか。 

渕上（ト）│御正忌でお寺さんのほら。阿弥陀如来さんの命日に、昔は古（旧暦）でし
よったですばってん今はもう新でさすとたいな。御正忌さん。親鸞聖人の命日にほら、1
月15日かな。古では。今は新でばっかりしよるでしょ（新暦でばかりおこなっているでしょ
う）。

豊田│これが御講さんですね。［fig.⑤］

渕上（ト）│はい。御正忌の御講さんって言ってから、必ずお煮しめつくって、みんな寄っ

ておつとめをして、真宗のおつとめですたいね。黒茶碗で、白和えとかすわいとかお煮
しめとかおつゆ（お吸い物）とか。5つたいな。それを黒茶碗でみんなそろって。御正
忌さんと春の彼岸、秋の彼岸は、ずっとしよったですばってん。65、66、ずっとたいな。
私が嫁いでから53年で終わりたい。53年してから。もう2年せんけんな。

豊田│今は年3回なんですが、昔は回し御講と言って。

渕上（ト）│そうですよ。一軒一軒。

豊田│農業の忙しい夏場を除いて、毎月一軒ずつが担当しながら御講さんを回していく
というのもつづいていたのですが。

渕上（ト）│正月から4月までして、そしてから9月からやったか、10月からやったか。9月
からやったかな。5、6、7、8月、4カ月なかだけだよな。ずっと一軒一軒。

事務局│一軒のおうちでみんなのごはんをつくるんですか。

渕上（ト）│そうです。 

事務局│大変だ。

fig.⑤
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豊田│ここに、今ずらっと並んでいるんですが、これを前の日に食材を集めてきて、当日、
朝から女性たちで切り分けてみんなで、大きな釡で順番に野菜とか厚揚げとかを煮てい
くんです。それで最後に取り分けて、みんなで。

渕上（ト）│さっき釡が出てきたがな。［fig.⑥］

渕上（ト）│これこれ。そこで小豆炊く。

事務局│お砂糖は白いお砂糖なんですか。小豆。

渕上（ト）│そうです。小豆の中に白いお砂糖入れてですね。にんじんとか大根とか入れ
て、米粉の小さく団子をつくって、その中に入れて。20～ 30個つくって入れて。ぜん
ざいと一緒ですたいね。

豊田│そうですね。1月はそうですね。

渕上（ト）│はい。1月はもうそれです。秋の彼岸と春の彼岸は、もう本当の煮しめだけで
す。煮しめとすわいと白和えをして。

豊田│すわいってわかりますか。酢の物なんですけど。

事務局│ああ、そうですか。何と何の。

豊田│にんじんと大根を酢の物にしたものなんですよ。

渕上（ト）│そうです。それも手作りで。みんなでもち寄って、大根とかにんじん。

豊田│それは砂糖の塩梅をみんなでいろいろ言いますよね。これは甘か、とか。

渕上（ト）│材料は自分の家にあるものをもち寄って。

事務局│皆さん黒岩地区ご出身ということですが、小さいころからの生活の中で、そう
いうもののやり方とかは自然と身に付いてきたんでしょうか。

渕上（ト）│こんにゃくでも豆腐でも手作りばっかりだったです。昔はこうして回してな。
で、豆腐をつくってしよらしたです。

豊田│家でだいたいみんな教えていましたか。

渕上（ト）│みんな豆腐とこんにゃくは自分のうちでぜんぶつくって、正月を迎えよる。

橋本│おばあちゃんからずっと伝わってきてる。

渕上（ト）│こんにゃくは今でも手作りします。

●暮らしの変化

参加者6│先ほどお米をつくっていらっしゃるのは1軒だけと。だいぶ減ってきているのか
なとも思うのですが、長いあいだお米をつくっていらして、何か変化は感じていらっしゃい
ますか。

橋本│第一に、後継者がいないことですね。

参加者6│後継者がいない。若い方がいらっしゃらなくて、お米がつくりつづけられない。

橋本│この村も52戸ぐらいあったうちの30何件ぐらいお米をつくっていらしたね。でも、
だんだん後継者がいなくなって、もう今は渕上さんだけになった次第です。

豊田│お二人がもう最後なのですが、田植えのときとか稲刈りのときは、近くの街に住ん
でいる娘さんや息子さんも集まってきてするような感じです。私も何回かお手伝いしただ
けですが、かなりの体力が必要になるから、つづけていくにも大変だなというのはすごく
思いますね。今ある田んぼでは、1年でだいたい8俵から10俵のあいだで取れていると
聞きました

fig.⑥
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●豊田さんの写真に撮られるということ

参加者6│ 皆さん、豊田さんの写真はどうですか。

渕上（ト）│本当にいい写真をもらっています。

参加者6│皆さんは普段撮られたりしますか。集合写真以外で撮ることはあまりないで
すか。

久保（の）│携帯で風景は撮りますね。よく雲海が出るんです。それを撮ったりはします。

橋本│昨日の朝も結構出た。

渕上（ト）│昨日はきれかったな。

事務局│最初、橋本さんが案内されて、豊田さんがいらっしゃった。ほかの皆さんは、
若いお嬢さんがいきなりバイクで現れて、どんなふうに思われたんでしょうね。

豊田│正直に、自由にどうぞ。

橋本│最初来たとき、男と思った（笑）。

豊田│真っ黒な服装でバイクで来るから。

渕上（ト）│私はそのとき田んぼにおったんですよ。そしたら、えらい太かバイクで、男の
人が来らしたかと思って。

豊田│最初はどんどやのときに来させていただいたので。でもあまりね。そのときのことっ
て。

渕上（ト）│一番最初のとき、御講さんに行ってきなさったもんな。

久保（の）│うちの子が成人式のとき。

豊田│あ、そうです。成人式で帰ってこられているとき。あれが最初です。

久保│あれで写真をもらって。

豊田│そうです。集合写真ば撮って。

橋本│こっちは小学校も中学校も閉校になったけん、学校が閉校になった跡も豊田さん
ば連れて行って、小学校のあった、中学校のあったんだと。

事務局│ 8年前くらいだと、豊田さんは20代でいらしたのかなと想像するのですが。

豊田│26ですね。

事務局│それぐらいの年代の方は、集落にはいらっしゃるんですか。

豊田│いない。今、26歳の息子さんが帰ってきたときとおっしゃったんですが、私はそ
れ以来、あまり若い方は見ていないです。

久保（の）│子どもは最後。

豊田│そうですね。子どもさんが最後で、6年前に来たときにちょうど成人式で帰ってこ
られていたんですが。

久保（の）│それでもう子どもはいないです。

事務局│それよりも年下の方がいないというところと、それぐらいの年代の方はそちらに
は住まないで、いろいろなところに住んでいるという感じですか。

豊田│出て行く方が増えて。若い方で40代の方がいますよね。一番若くてそのくらいか
ら60代、70代。70代の方が多いような気がします。それから80代、90代。

渕上（ト）│昭和45年ぐらいは、70人ぐらい小学生がおったですばい。それがもう全然
おらない。

豊田│全然違いますよね。
　
事務局│じゃあその中で豊田さんのような方がいきなり行くというのは、新鮮なことという
か、珍しいことだった。

岩口│新鮮すぎて、怖かった。

豊田│最初に橋本さんを紹介していただいて。やはり顔見知りでないと、怪しいと思われ
るだろうとも思って。それで橋本さんが、いろいろなところに連れて行ってくださって、こう
やって写真を撮っている人だよと言って、紹介してくださったんです。それから少しずつ
顔がわかるようになってからは、一人でお話を聞きに行ったりとか、写真を撮らせてもらっ
たりしました。

渕上（ト）│お嫁さんに欲しかったと考えたこともありました（笑）。

●一緒に時間を過ごす中で、少しずつ育まれた関係

参加者8│豊田さんは黒岩地区で撮影する際に、宿泊することはありますか。そのとき
はどなたかのおうちに宿泊されるのでしょうか。

豊田│いつも撮影のときは、橋本さんのご自宅に泊めていただいています。あとは、以
前、取材を3～ 4日集中的にしたいときがあって、そのときは親戚の方の空き家をお借り
して泊めてもらいました。

参加者8│黒岩地区に宿はなさそうだなと思って。だから、撮影のときにバイクで来て、
終わったらバイクで帰り、また次の日にバイクで来て帰りというのを繰り返していたのかなと
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思ったのですが。泊まったり一緒にごはんを食べたり、そういう生活をともにしているから
こそ撮れる写真もあるのかな、とも思ったので、質問しました。

豊田│最初に来たどんどやのときも泊めていただいたのですが、どんどやとか山の神様
の行事のとき、ビールや焼酎が結構出てくるんですね。一緒にいただきたくて泊めていた
だいたりしていて。夜もみんなでごはんを食べながら、ちょっと飲みながら、後半はカラオ
ケ大会をしたり、そんな感じでずっと過ごさせていただいています。

事務局│きっとそうやって時間を過ごすことで、おみそ汁とごはんの写真とか、たぶんい
ろいろな思いが込もった、ああいう写真が出てきたり、ああいう風景が出てきたりするの
だろうなという感じはとてもしますね。

豊田│田植えのときや田んぼ仕事のときとか、お昼ごはん食べていかんねと言ってくださっ
たりするので、お邪魔させてもらったり。
　取材と言うとかしこまる感じがあると思うのですが、実際はごはんを食べながらいろいろ
なことを話していたりします。あと、原稿を書くときには、言葉の間違いがあってはいけな
いと思っていろいろ聞きにいくんですよ。そこでゆっくりお茶しながら、話を聞いていくと、
どんどん広がっていって、また新しいお話が聞けたりもする。取材ということもなく、ただ
お散歩をしながら話を聞いていくようなこともあるし。あまりかちっとせずに、話しやすい雰
囲気で話してもらうようにしています。

●お花見や敬老会

参加者9│先ほどの写真についての質問です。和室でみんなが車座になって、サング
ラスのようなメガネをかけたおばちゃんが踊っている写真があったと思うのですが。あれ
は何かお祭りの行事だったんですか。［fig.⑦］

久保（の）│花見だね。

豊田│花見もごはんを食べて盛り上がってくると、こんな感じで仮想大会が始まったりと
か、カラオケ大会が始まったりとか。あと、サイトウさんは、皿踊りの名手なので、のって
くるとどんどん踊ったりしています。

井尻│室内で、花見をされているんですか？　

久保（の）│花は目の前に。そこで集合写真を撮って、あとは室内に。ここは公民館です
ね。みんな、座ってゆっくりできるし、トイレがある。

豊田│敬老会も仮装したり、楽しい会ですよね。

久保（の）│昔は敬老会と言ったら、踊りの班とかを決めて、ずっとやっていたのね。今は
人がいないから、飛び込みたいにしてやっているけれど。

豊田│宴会芸の人たちを順番で回していたんですか。

久保（の）│そうそう。宴会の人たちが踊りの練習を敬老会まで1カ月ぐらいして、その敬
老会のときに披露するのを見せるというのをずっとやって。

橋本│カラオケを3曲歌ったら、今度は踊りば。

久保（の）│踊りをあいだに入れて。だから一人で、踊りもいくつか覚えないかんし、飛び
込みでいかなきゃいけないし。

豊田│かなり盛り上がりますね。

●暮らしについて聞き取りをする

参加者9│豊田さんが集中的に聞き込みをされた時期があったということですが。豊田
さんのお写真は、エピソードを言葉で語る感じではないのだろうなと思うのですが。聞き
取りをされた内容は、暮らしのお話が中心なのか。それとも、水俣に結び付けたお話を
聞いたのか。どんなお話を聞き取りしているのですか。

豊田│村行事のことだったり、その行事の詳しい、どういう成り行きでしているとか、あと
は、小さいころどんな暮らしをしていたかとか、暮らしについてがほとんどです。暮らしを
聞いていくと、昔の行商さんの話だったり、食べ物のことだったり、いろいろなところから
つながっていくこともあって。
　もちろん水俣病のことに関してもいろいろ聞いたりもしていたんですが、それは人によっ
て様 な々ので、必ずこれとこれは聞くみたいなことはないんです。昔の暮らしとか、道が
ない時代は今とは生活圏が少し違ってくるので、こちらで取れたものをどういうところに売
りに行っていたかとか、どういうところからこういうものを仕入れたかとか、そういうことを
細かく聞いていったりしていましたね。

参加者9│その際のお話も伺っていきたいというお気持ちはある？

豊田│そうですね。水俣病の記事がきっかけなので、そのことも大元にあって、だから
暮らしを伝えていきたいんですが、それは暮らしの端 に々も入ってくるというか。水俣病の
ことを調べていたり、行商さんのことを調べていたり、ここの暮らしのことを調べていたり

fig.⑦
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すると、どこかで歯車が合ってくるというか、話がどんどんつながっていったりするので、
そういったことを聞いていく。
　ただ、みんながみんな昔のことを知っているわけではないし、村行事のことをみんなが
詳しく知っているわけではないから、いろいろなことを聞いていくと、これはこのことだっ
たのかなとか、ここがこっちにつながってくるのかということがわかるので、そういった意
味で話を聞いたり。あとは本で調べることもあります。黒岩の歴史や、昔の暮らしについ
て、もちろん水俣病がどうだったかも調べていく。

参加者9│調べて聞き取りした内容で、次の作品をつくっていこうとされているのでしょう
か？

豊田│次の作品というよりは、その中で自分がどういうことを考えたか、どんなことを思っ
たかを、写真を組んでいく。一個一個に説明は付けないのですが、この写真でこんなこ
とを言いたいということで、文字で文体を組んでいくような感覚で、写真を束で見せること
をしていて。
　なので、たぶん一枚一枚の写真で見ていくと、今日のような村行事のこととか、そうい
う説明になってしまうのですが、それをある程度固まった束で見せることによって、私が
考えている「あめつちのことづて」の中に含まれる文体をどんどん組み合わせていくよう
な感覚でしています。
　ただやはり、自分の意図は、自分で話せるようになっておきたいとか、聞かれたときに
答えられるようにしておきたいという気持ちもあるので、いろいろな話を集めたり、調べた
りするようなことをしています。そういう調査というか、聞き取りだったり調べ事をしているよ
うな時間がほとんどだったりします。

参加者9│聞かれて答える皆さんとしては、どんなお気持ちなのかなというのも伺えたら。

橋本│私どもとしては、まだ70そこそこだけん、あまり昔のことはわからん。でも、先輩
方と今はまつりごとも一緒に交わって、昔はどうやったかな、こうやったかなといろいろ聞き
ながら、つなげていっている。豊田さんが来られたときは、またそがいのやったげな、こ
うやったげなとか、そういう会話の流れによってから、そういう輪も広がるとじゃなかろうか
なと思うとですよね。

参加者9│聞かれて初めて答えることができることもあるのかなと思いました。

●黒岩地区で写真を撮りつづける理由

参加者10│豊田さんにお聞きしたいのですが、写真を撮りつづけるとか、黒岩地区の
暮らしを伝えつづけるというモチベーションを継続させる力強さをすごく感じます。前回の
WSでは「撮りたいけれども、撮ることの責任を考えた」とか「村に入っていったけれど
も、それでも迷いがあった」というお話がありましたが、どうして撮りつづけようと思うよう
になったんでしょうか。

豊田│昔、水俣を撮っていた人に言われたことで、印象的だったことがあります。「いろ
いろな面で覚悟をしていかないといけないからね」と言われたんですね。撮ることに関し
てもそうだけれど、根底に水俣病という問題があって、それは誰しも触れられたくない部
分もあるかもしれない。それがなくてただ山間集落の暮らしをということであれば、たぶん
私はここに来ていなかったと思うのだけれど……。写真は撮るだけではなくて、こうやっ

て見ていただくことまでが仕事だと思っているので、撮る前に一度そこまでの責任を取る
というか、撮らせていただくからには信頼してもらって撮らないといけないと思っていたし、
見せるときにもどう見えるか。撮られている相手が好きな写真だけを並べているわけでは
ないので、どう思うかもすごく心配はしました。それで、最初に写真を見てもらう機会は、
必ず地元の方が見ることができる範囲にしたんです。
　その覚悟を決めて、ここに通い始めて。そうしたらこの集落の方が温かくいろいろなこ
とをフォローしてくれて、私は当時20代後半でドキュメンタリー写真などを撮ったことがな
い段階で来ていたので、どういうふうにしていいかとか、何をしていいか、どんなことを
聞いてもいいのかとか、まったくわからない状態だったのですが。
　それから6年間、最初に知ったときからは9年ぐらいたっていますが、徐々に徐々にこ
の集落に通いながら、お話しさせてもらいながら、写真家として育ててもらったような感じ
なので、皆さんがいてこういう取り組みができたと思っています。

参加者10│写真を村の皆さんに見てもらって、言葉をもらって、気づかされることとかも
多くあって。豊田さんが村の皆さんと一緒につくられているなというのがすごく伝わりまし
た。ありがとうございます。

●豊田さんの写真を見て

事務局│豊田さんが最初に、皆さんに向けて上映会をしたという話があったのですが。
皆さんはそれを見てどのように思われましたか？

橋本│写真といったらポーズは、こうやってピースするでしょう。豊田さんのはそういうの
は絶対ないです。上映されたとき、あら、これは誰かなというか、いつ撮ったかなと、そ
ういう点ではこれはよかなと。最初はカラーと思ったのに白黒やった、白黒か。

事務局│最初はびっくりされませんでしたか。ポーズをしていたりとか集合写真とかが日
常的には多いと思うのですが、豊田さんが撮影された手の写真や、縄をなっているとこ
ろの写真などをご覧になったときに、普通の写真と違うなとか、そんなふうに思われたとこ
ろはないですか。

橋本│思いましたですね。

久保（の）│特に感動もしましたですね。見ない写真だから。

参加者12│写真を撮っているところが邪魔くさいと思ったことはないですか。こんなところ
を撮るのかとか。

橋本│知らず知らずに写真ば撮ってあるけんね。仕事しながらでも、手足伸ばしたらそ
こを撮ってもろうたり、そういう感じがよかった。

久保（の）│だから、みんな見た人が、「あら、私が写っとる」と言うから。そんな感じで
した。

豊田│最初、慣れないときはカメラを構えると、ちょっとこわばるときがあるんですよね。そ
ういうときはすっとカメラはしまって。ほとんど撮らずに帰ってきたりとかするので。向けても
みんなが動作を止めないでしてくれるぐらいの距離感になるまでというのは、すごく考えま
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した。だから、もう向けて大丈夫かなというのは、言葉は交わしていないけれど、なんと
なくみんなの表情だとか動作とかで確かめながら撮影していました。

事務局│豊田さんが展覧会をされて、それを見に行った方もいらした。そうした展示会
場のような場所で、黒岩地区の方だけに限らずほかの方も見に行く様子を見て、皆さん
は何か思われましたか？

橋本│ほかの人は黒岩の地形はわからんですけど、雲海の写真を撮ったり、そういう祭
りの写真を撮ったりすれば、黒岩はいいところだなというか。一回私も行きたいと、そうい
う話はしますね。

久保（の）│これは何ですかみたいな感じで聞かれてね。

豊田│実際に会場で、来場者から質問されたりしていましたね。やはりご本人たちがお
られる機会はなかなかないので、縄の写真とか、これはどういうものですかと聞かれたり。

事務局│熊本の方が見ても、ぱっとはわからないようなものも結構写っているというか。
縄だったり七夕だったりは、黒岩地区独特のものだったりするんですか。

●昔からつづいてきた行事のこと

豊田│御講さんは、今つづいているのはこの集落だけですね。昔はたぶんこの周辺も
あったとは思うのですが。私は熊本市内だったから、その近辺では見たことがないような
ことが多かったですね。それで、集落行事などがどんなものかを調べるところから始めた
りとか。

久保（の）│ここも昔は一軒一軒大きなのを飾っていたけれど、今はみんな年を取ったか
ら、まとめてやっている。一軒一軒、旧の8月7日までで立てて。その年に亡くなった家
は立てないというあれがあって。でもみんなも年が取って立てきらん。

豊田│七夕は7月7日だと思うのですが、こちらは先ほどおっしゃったように旧暦になるの
で、だいたい8月。

事務局│笹飾りとはちょっと違うものなんですか。

豊田│ここは、笹というよりは大きな、何竹と言いますか。

久保（の）│孟宗竹。

豊田│10mか15mぐらいある、すごく大きな竹に、皆さんでつくった笹飾りを倒した状
態で掛けていくような感じです。これが今年の七夕で。これはこの公民館の前のところで
す。［fig.⑧］
　これがまだ立てる前の。どんどやがあるところとこの公民館があるところの上下の2カ
所に今は立てるのですが。かなり大きいですね。［fig.⑨］

参加者12│織姫彦星を祝うわけではなくて、新盆の先祖供養とか、そういう七夕という
ことですか。

久保（の）│それがあったのかな。わからない。昔から私たちの小さいときから。

橋本│あったけど、あったかもわからないね。

豊田│御講さんとかもそうですが、いろいろ聞いてみると、なぜかわからんけれど昔から
つづいとったたいなという返答が結構多いですね。こういう村行事は一大イベントなので
すが、土着したものなので、こういう意味でこういうものでということよりは、昔からつづい
ているから自然とつづいていくものだったりもするんですね。御講さんと言われるんだけれ
ど、御講さんはこうやって、おじいちゃん、おばあちゃんからこういうふうに習ったけん、
こういうふうにしていく、こういうことをしていこうかということでつづいていく。
　聞いたら、ぜんぶ説明できる人も中にはいるのですが、みんながみんな、それをぜん
ぶ説明できるというよりは、こういういわれでこう伝わっているから、こういうふうに自分た
ちはしているんだということを話してくださる感じです。なので、私はそれをもとに熊本の
民俗関係の本を調べて。いろいろな人から聞いた話と本で調べたことを照らし合わせて
いくような作業をずっとしています。

●黒岩地区の好きなところ

参加者13│皆さんに、豊田さんの写真の中で、自分が好きな写真を一枚教えていただ
けますでしょうか。

橋本│今日見たのは、ほとんど前に一回見ているから、わあいいなと。みんないい。ど
れと言えば、ちょっと難しいですね。

参加者13│皆さんが見ている黒岩の景色と、豊田さんから見た黒岩の景色で、豊田さ
んの写真を見て、あらためて黒岩のこんなところが好きだなみたいに思ったところが何か

fig.⑧ fig.⑨：
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あったら、教えていただけたらと思うのですが。

橋本│われわれはもう何十年と住んどるけん、自然に生きとうけんですね。景色が変わる
わけじゃない。雲海がたまに、5日に1回ぐらい出たりするぐらい。今日も雲海の出たな。
そのぐらいですね。自然とそこで住んどるけんね。傾斜もちょっとひどいですね。

久保│山のとっぺんですもん。

橋本│隣と言ったって、たいがいの隣は上か下かどっちかで。横ではない。皆さんのま
わりに、近くに田んぼとか山とかないんですか。1km行ったら田んぼがある、山があると
いった感じは？

参加者14│僕は山梨県で農家をしているので、盆地なので山なんです。むしろ今回の
話はわかりました。長野の山奥に大学時代に通っていて、そこは水もなくて、お米をつく
れたのが戦後、耕作機械が入って初めて水がきてつくれて、すごくうれしかったみたい
な話をされていて。
　先ほど、道が通って山の神様を動かしたりしたという話とかで、たぶん道ができたとき
にいろいろ変わったんだろうなとか想像しました。
　でも、なんとなくいい暮らしというか、七夕や山の神様とかも、地域とか全体に感謝す
る暮らしがあるんだなというのを、お話を聞きながらいいなと思いました。

豊田│水のことで言うと、ここも3km先から水を引いています。ホースで引いていて、
集落にタンクがあるのですが、それを数軒ずつ分けていく。なので、大雪が降ったとき
は、最初に水道のホースの破裂を心配して見に行かれますよね。水が出らん、水が凍っ
とるよ、あそこが腫れとるよ。草刈りのときに、ホースだけは絶対切るなと私は何度も言わ
れました（笑）。
　それから、道ができたことで、生活が結構変わった。昔は行商さんがここまで担いで
歩いて来ていたんですよね。けれども、道ができたことによって、こちらのお店でも仕入
れが始まって、10年ぐらいは行商さんと、仕入れで。最初は車は走れなかったから、バ
イクで荷物を取りに行って運んでくるみたいな仕入れが一時あったそうです。10年ぐらい
して、完全に道がきれいになってからはそれもなくなった。なので、道のあるなしでもだい
ぶ変わるのかなと思いますが、どうですか。

久保│一ときだったものな。

●行商さん

事務局│行商さんはいつまで来ていたんですか。

橋本│何ぼやろか。35年。

豊田│昭和35年。
　
橋本│どのくらいだった。まだ遅かったのかな。

久保（の）│まだ遅いんじゃない。かすかに覚えてる。私は39年生まれだから。

豊田│橋本さんもまだ子どものころ。

橋本│小学生ぐらいまでは来よらしたけど。

豊田│行商さんって、箱に氷を積んでくるんですよね。からって魚入れて氷を。それをよ
くつまんで食べていたという話を。魚臭い氷を食べていたという、そんな話を聞きながら、
なるほどと思いながらいろいろ。

橋本│そこも大事ですね。氷もないし。

久保（の）│道がこの上まで通ったのが、私が小学生ぐらいかな。

豊田│結婚式のときも、化粧して白無垢着て5km下から山道を歩いてきたとかいう話も
聞いたんです。

事務局│私は当然車で伺ったのですが、あの道を行商さんは下から歩いて背負ってこら
れていたということなんですよね。お魚を背負って。

豊田│今の道は結構くねくねしているのですが、昔の山道は、山を越えて直線距離み
たいなことだったんですよ。なので、道でつながっている隣の集落も、今では隣なんです
が、結構違ったりとか、行商さんが違ったりとか、そういう話もいろいろあるので。だから
生活圏は今とは少し違うのかなと。

事務局│行商さんのことは覚えていらっしゃいますか。

橋本│覚えていますよ。小学生ぐらいまで来らしてたからね。

久保（の）│小学生。私も覚えてる。本当に歩くだけの道がずっとあって。今はもう木とか
草とか生い茂って通れないけれど。

橋本│そのころはもうイノシシもシカもおらんやったけん。

豊田│そうですね。

事務局│ありがとうございます。いろいろまだ伺いたいこともあるのですが、時間になって
しまったので、今日はこれで終わりにしたいと思います。黒岩の皆さん、豊田さん、長い
時間どうもありがとうございました。
　今回お聞きになっていてわかると思うのですが、ごくごく日常的なお話を伺ってきました
が、でもその隅 と々いうか端々に、豊田さんが黒岩の皆さんとどんなふうに出会ってきた
かとか、そのときどんな豊田さんの考え方や歩み方があったのかというのが質問に対する
お答えからも見えてきたのではないかと思うんです。
　気になることをどのように突き詰めていくのか、ちょっとした違和感を自分の暮らしに照ら
してどういうふうに明らかにしていくか、求めていくのかという姿勢が、皆さんのお話の中
からも伺えたと思っています。
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●熊本で生まれ育って

　今日は主に、このワークショップの期間中に、多摩地域でやろうとしていることについて
お話できたらと思っています。
　その前に少し、今の私のライフスタイル、水俣でのことなどについてもお話したいなと
思っています。結果として撮影に関係していることなので。
　私は、熊本市内で生まれ育ち、6年前に水俣へ移住しました。どちらも熊本県内で、
ずっと熊本から出ることはなく、九州の田舎町で育ってきました。なので、今回のワーク
ショップのことを聞いたときに、「多摩」と言われてもどんな町なのか想像もつきませんでし
た。ニュータウンとか、スタジオジブリの映画『平成狸合戦ぽんぽこ』の舞台と聞いて、
ああ、と思うくらいで。
　今回、ワークショップ期間中に制作をするにあたり、コロナ禍のこともあり、どこでやる
か、熊本か、多摩か、とても考えました。正直なところ、ずっと熊本に住んでいて、ほ
かの土地のことはまったく知らない。水俣へ移住したのも、当初、水俣病のこととかはまっ
たく知らずに、住んでみたら肌感覚でわかるだろうと思って、勢いで飛び込んで住んでし
まったところがあります。実際に住んでみて、水俣病問題で患者さんとか団体とか、ほ
かの地の人とか、いろいろな思いがすごくあって。小さな町だけれども、その中で複雑
に入り混じる現実に直面していて、覚悟はしてきたつもりではあったけど、現実には本当
に甘くないというか、大変なところに飛び込んでしまったなと思うところもあって。でも、来
たからには、黒岩でのプロジェクトを一つの作品として形にしたいという思いだけで頑張っ
てきたところがあります。

●バイトをしながら写真を撮りつづける

　黒岩での写真は、『あめつちのことづて』として一つにまとめたものの、まだ何かが欠
けているようなというか、まだ自分には何か足りていないようなというか、まだすごく悩んで
いる部分はあって。
　自分の中できちんと仕事として写真を撮っているし、写真家ということでお呼びいただ
いたりしているけれども、実際のところ、写真で食っていけるなんてことは今でもなくて。
今年は本当にありがたいことにこうしたワークショップの機会を頂いたりしているのですが、
それは10年やってきてやっとのことというか、初めてのことです。一番は撮りつづけること
が大事かと思うのですが、それをつづけるために、今もアルバイトを三つ掛けもちしてい
ます。必要な撮影の時間以外はたいていバイトをしていて、それ以外に夜中の時間など
を使って、写真の現像やプリントをしています。その中でつまずきがあると、勉強できそう

なテーマのワークショップを見つけて参加して、またこっちへ戻って生活をして、撮りに行
くという生活をずっと繰り返しています。

●バイトや生活の中で、感触を得る

　ただ、ものは考えようだと思っているところがあって。バイト暮らしはなかなか大変だなと
は思うけど、考え方を反転すると、得られるものはすごくあったなと思います。後々に作
品に生かせることはものすごくある。例えば今はコンビニのバイトと、介助の夜勤の仕事
を週に1回しています。あともう一つ、養鶏の仕事をしているんですね。
　コンビニにいると、なんだかんだコンビニ程度などと言われるぐらいの階級社会というと
ころがあるので、結構人からばかにされるような仕事だったりもするのですが、私たちの
生活には欠かせない仕事でもあって。漁業とか農業とかにも少し通じるところがある。漁
業とか農業とかは、長年培った勘や感触がすごく大事だったりもするのだけど、社会で
は受験や勉強、賢さとか利口さが大事だったりする。その矛盾を感じたりとか。
　介助の仕事をしていると、そこではみんなやはり患者さんとか障害者として扱うけれど、
相手の意思が確認されないままに、なんでもこうやってフォローしないとと思ってすると、
すごく矛盾が見えてくる。そのずれを肌で考えたりする。
　それから、ドキュメンタリーは特に、アジアの過酷な労働が話題に上がりやすいと思い
ます。今年初めて養鶏のバイトをしてみて、今年一番の衝撃だったのですが、養鶏場
で鶏舎の掃除をしたりだとか、鶏をわしづかみにして入れる作業─卵用の鶏なので、2
年に1回入れ替える仕事があるのですが、その入れ替えの作業（鶏を入れる作業）を
していて。自分が労働してみると、写真で見るように美しくてのんきなものではないよと、
心の中で突っ込みたくなってしまう。
　自分が撮っているほうなので、撮っている側がどう撮りたいかという意思の部分と、逆
に撮られるとしたら、撮らないでくれよと思ってしまうような複雑さがあるのですが。
　本当に考えようで、生活はそういうものを感触として得られる場になっています。もちろ
ん写真で食っていけたらなという願望はあったりもする。でも、写真が撮れるならなんでも
いいやとも思わないので。お金になるものは人が欲するものだったりするし、それに合わ
せるというよりは、私がそれに対してどう思ったとかが大事だと思っています。

●一番大事なのは、信頼関係を築いていく中で撮っていくこと

　ドキュメンタリー写真は、一番お金にならないというか、仕事をしていて自負していて。
それを覚悟した上でやっていかないといけない。撮影をつづけられるなら、バイトでもな
んでもいいかなと思っているところがあるので、こういう仕事がつづけられるなら、生活す
るのも撮影するのも自分自身との闘いだったりもするので、自分のやり方としては、結果的
には合っているのかなと思ったりもします。
　話が少しそれるのですが、スーザン・ソンタグという写真論などの本を書いている人の
言葉で、「介入する人間は記録はできない、記録する人間は介入することができない」
というような言葉があって、すごく私は納得することがあって。対象の人たちと近くなり過
ぎないように意識するけど、遠くてもいけないので、やはりカメラを意識しないぐらいまで
の距離は近くする。距離の遠近にあまり深くこだわってもと思うのですが、一番大事なの
は、信頼関係を築いていく中で撮っていくことだと思います。
　その距離感を行ったり来たりしながら、結局はそこの生活に介入していくので、記録と
いうよりは、彼らの暮らしを一緒にどう過ごして、そこに対して私がどう思ったかを写真で
つづってていくような感覚でやっています。
　それとは対照に、理論的で客観的にという作品の撮り方をする人もいるし、そういう方

第3回│2021年11月27日（土）15:00〜17:00

多摩地域での制作①
─リサーチを始めて
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法ももちろんあるし、それは本当に人それぞれで、これはあくまで私の考え方です。私の
考え方として、誰かが撮ったり表現したりする行動には、必ずその人の主観が混じるもの
だと思っています。ここで本題に戻って。

●多摩で制作することにした理由

　あまりにも黒岩を撮影することだけに集中し過ぎたので、次に水俣で取り組みたいこと
は、自分の中でもいろいろ出てくるんだけれど、考え方とかイメージが固着している、ちょっ
とマンネリ化しているというか。距離を近づけたい、住んでいる人の感覚でと言って住ん
でいると、逆に近すぎて見えなくなるところもある。新鮮な空気を入れたいなと思ったのも
あったし、今回こういう機会を頂けたのであれば、時間に限りがあって、実験的な場でも
あると思うのですが、いろいろ試してみるという意味で、外を見て、また水俣へ戻って見
ると、何か違った見え方もするのではないかなということがあって、多摩でテーマを見つ
けて取り組んでみたいなと思いました。
　とはいえ、多摩でも人と人のつながりや土地に関わることは、2022年3月までのワーク
ショップだから3月になったら終わりますということではなくて、何かしら、どんな形にせよ、
自分の思わないところでつながっていったりする。だから、それを考えた上で、多摩で
テーマを見つけるにしても、今自分の取り組んでいる仕事の延長というか、学びになるよ
うなテーマを模索してみました。

●現地を歩いて、そこの人と話して歩いてみる

　まわりにも、多摩に住んでいましたという人が結構いて。国立出身でずっと住んでいた
という人にも会ったのですが、どんなところなんですかと言うと、「多摩は広いからね」と
だいたい一言目に言われます。そうだろうなと思いつつ、唐突な質問をしたことに申し訳
ないなと思いつつ。
　その中でも気になったのが、多摩ニュータウンの団地群とかで育った人で、「自分は地
方のように文化がないということがマンネリだった」とか、「そういうところに住んでみたい
というあこがれがあった」という言葉を聞いて、それがすごく腑に落ちた部分があって。
文化がないことはないと思うのですが、私は表層をめくったその地域の文化までは知らな
いところがあるので。
　それは熊本も同じで。私は高校2年のときに一人で熊本市から鹿児島までバイクで旅
行したことがあって、そのときに水俣を確実に通っているのですが、ただの田舎だと思っ
て立ち止まることなく通りすぎたので、そこの土地に何も思うことはなかったんです。
　今は逆に、通り過ぎたその場所が水俣だと知ってそこに住んで、もっと知りたいと思っ
て掘り下げていっている。表層で見えるものと、そこの土地のもつ真相は違うので、掘り
下げれば何かしらあるんだろうなと思い、いろいろ調べ始めました。
　多摩地域とか多摩ニュータウンについて、自分が引っかかるものは何か、考えながら
調べていく。ただ、あくまで資料は資料でしかなくて。水俣もそうですが、やはり水俣も
たくさん資料があるんですよね。論文、本、写真もそうだけど、とにかくかなりいっぱいあ
る。でも、資料だと、自分の知らない土地はいまいち自分の感覚のようにして知れないも
のがあって、私が一番大事にしているのは、やはり現地を歩いて、そこの人と話してみ
る感触の部分です。

●地の人間のもっている言葉ほど強いものはない

　ただ、ふらふらっと歩いて、町で会った人と話すと、そんなにうまく話せる人なんてまず

いないんですよね。年配の方とかだと、黒岩での聴き取りもそうですが、ぜんぶ記憶が
残っていることもないので、記憶がちぐはぐな部分があったり、そこには嘘ではないけれ
ど、現実にあったことと、そうではない部分が混ざっていたりもする。でも、きれいにまと
まった強い言葉より、不器用だったり、たどたどしかったりしても、地の人間のもっている
言葉ほど強いものはないなというのがすごく実感としてあります。
　水俣病の場合だと、中心になって闘争運動をした人とか、水俣病センター相思社のよ
うにいまだ相談を受けたりしている人もたくさんおられて。その一方で、地元をふらふら
歩いてたまに話しかけてみると、それに陰口を言ったり、患者さんとか運動を批判する人
も多くて。でも、そういう人たちも手帳をもっていたり、漁師家族だったりとかする。
　否定の裏側って、実はものすごくいろいろな考える要素があると思っています。だから
『あめつちのことづて』のような水俣病を全面的に訴えるのではなく、暮らしという誰もが
もっている中から、それぞれが考える空白をもてるようなところにつながっていく。今から
多摩で撮影したいことについて紹介した後で、また実体験とかも少しお話したいと思いま
す。

●多摩でのリサーチを始めて

　私自身、まだ悩みながら進んでいるところなので、この先どうなるかわからないですが、
3カ月間取り組みながら考えてきたことをここで共有したいと思います。
　9月に実質1日半ぐらい、10月後半から10日ぐらい、多摩に滞在しました。これが1回
目のときに行ったものです。［fig.①］

　行程はこんな感じでした。
9月16日：国立療養所多摩全生園を見学。
9月17日：レンタルバイクで、多摩地域で下調べをしていて気になった場所を訪問。多摩
センターの一番古い団地で、昭和46年（1971年）に入居が始まった永山団地やその
近くの諏訪団地と、最初に資料を頂いた中でちょっと気になっていた団地の商店街を回る。

fig.①：1度目の上京（9月16～ 18日）諏訪団地、永山団地、隣接商店街など



032

033
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
編

第
3回
│
多
摩
地
域
で
の
制
作
①
─
リ
サ
ー
チ
を
始
め
て

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
編

　永山団地の入居開始から半世紀ぐらいたち、ニュータウンの全人口の16％が高齢者
だったり、老朽化だったり、空き家などの様 な々問題があるという話は聞いていました。
　確かに老朽化だったり、高齢者の方が増えてきたのだろうなというような、ふれあいセ
ンターというかコミュニティスペースのような存在は目に留まったのですが、正直どこも都会
だなと思いながら私はここを眺めていて。大阪にいた曾祖母が同じような集合住宅にい
て、よく遊びに行っていたので、懐かしいなと思うくらいで、違和感といった引っかかりを
もつ点は、見つけられませんでした。
　事前に調べていた中で引っかかったのが、このニュータウン開発運動反対をしていた
19住区というところの存在でした。昭和39年に八王子市に合併する前は由木村という
場所だったそうです。どうも開発反対運動をしていて、今も里山の姿を残している場所
があるらしくて。この由木村は、明治20年代から始まった、多摩地域の酪農発祥の地
でもあり、養蚕も盛んな地域だったみたいです。
　それで、9月の1回目の上京の際はここにも向かいました。また、府中市立図書館と
かで関連書籍を調べました。これが実際に行ったときの写真です。バイクに乗りながら記
録のように撮っているので、写真はすごく雑なんですけど、ニュータウンのビル群を抜け
てすぐのところにある堀之内交差点から入っていく。［fig.②］

　この大通りを一本小道に入った瞬間、民家や農地の景色にぱっと切り替わるようなとこ
ろがありました。［fig.③］

　その景色というか、その極端な違いに少し引っかかる部分があって。たぶん、こんな
ところはほかにもニュータウンの縁のところにはあるかもしれないし、ここから先に行くと、
たぶん農地とか山間地も増えてくると思うので、その周辺に住んでいる人からすると珍し
いものではないのかもしれません。

　さらにその辺をバイクでうろうろしていると、小高い丘というか、里山の裏側ぐらいです
が、次は戸建ての分譲地が広がる。ここは多摩ニュータウンの東山分譲地というところ
です。先ほどのビル群とは違い、ニュータウン開発の面影が形を変えてここまで進んでい
るんだなという印象をもちました。［fig.④］

　さらにうろうろしていると、大学の密集地でもあるので、学校のキャンパスがあったり、
また違った形でちょっと古い住宅地が広がっていたり。当たり前だとは思うのですが、堀
之内にもいろいろ場所はあるんだなということはなんとなく感覚でわかってきた。
　うろうろしているうちに、おそらく19住区の中でも、運動で残った土地はこの辺かなと
いう目測が付いてきて、ここはたぶん堀之内の寺沢地区という部分だろうということもわ
かってきました。寺沢は字なので、地図上になかなか出てこないので、寺沢はどこからど
こまででということまではまだ確認していません。
　これは私個人のやり方ですが、知らない土地は方向感覚がまったくないんですよね。
だから、ひととおり歩いたり、バイクに乗ってうろうろ移動しながら、気になったらここ、こ
こと撮っていく。iPhoneで撮っていると、それがGPSになって地図としても残るので、こ
こで撮った、ここで撮ったという地点が残っていくので、後から地図で調べたりもできるし、
どういうふうに進んでいって、この辺でこういうことを思ったのかなということも残せたりする。

●地域に1軒だけ残る酪農家

　事前に調べたときに、酪農家の方々が立ち上がって土地を残す運動をしていたという

内容があって。道をうろうろしていると、牛はいないけれどたぶん牛舎だろうなという家が
あったんですね。たまたまおばあちゃんが外に座っていたので、その人に話を聞いてみま
した。「これこれこういう理由で興味をもって九州から来たんですよ」などと話していると、
今もこの地域で1軒だけ酪農をしている家があってね、あそこからこう曲がってそこの家
だよと教えてくれるのですが、9月に上京した時点では、ここまでがわかったところでした。
なんとなくそのときに、この1軒だけ残る酪農家がもしあるのであれば、そこを撮れないか
なという模索を始めたところです。
　二度目の上京の際は、最初の2日間は資料集めとか、それを読み込むことをしました。
また、酪農家に直接会ってみたいと思っていたので、もう一回、堀之内に行って周辺を
歩き、会った人に話を聞きながら、この農場の前をうろうろしながら、人がいそうなとき、
なおかつ話しかけられそうなタイミングを見て、直接ごめんくださいということで訪ねてみま
した。［fig.⑤］

　この家のすぐ後ろは、平山通りという大通りがあって、その通りに面した農場です。萩
生田ファームというのですが、ニュータウン開発反対運動をしていた当時4軒の酪農家が
あって、そのうちの1軒で、今酪農されている方のお父さんが熱心に運動に取り組んで
いたそうです。通りの向かいには養鶏場もあったみたいですが、今はやめていて、酪農

fig.②

fig.③：堀ノ内から見たニュータウン（上）堀ノ内の農地（下） fig.④：多摩ニュータウン東山分譲地

fig.⑤：2度目の上京（10月28日～ 11月5日）堀之内最後
の1軒の酪農家



034

035
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図

 C
leaving A

rt M
eeting│

わ
た
し
の
気
に
な
る
こ
と
「
多
摩
の
未
来
の
地
勢
図
を
と
も
に
描
く
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
│
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
編

第
3回
│
多
摩
地
域
で
の
制
作
①
─
リ
サ
ー
チ
を
始
め
て

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
編

自体もほかの方々はやめているので、この地区ではこの1軒だけになっている状況でした。
　そのときお話を聞かせてくれたのは、今32頭いてねとか、来月出産予定の牛が1頭、
北海道から帰ってくるから、うちは今33頭いて、どのくらい牛乳が取れてとか、昼の12
時前後と夜の10時前後に搾乳しているそうで、その前の時間ということもあったので少
し話をしてくれました。「搾乳が始まると、それどころではないから話せなかったよ」とおっ
しゃっていました。
　そうこうしていると、萩生田ファームの方からも、この周辺の市民農園の人たちからも、
下調べしたときにも名前が出てくる人物がいました。それで、直接お訪ねしてみることにし
ました。

●鈴木亨さんのこと

　その人がこの方です。鈴木亨さん。67歳。これは、私が最初に行ったときに鈴木さ
んが撮った写真ですね。［fig.⑥］

　これは、ウェブサイト「好齢ビジネス人」（＊注）の〈おっさん牧場の鈴木亨さん「情
報発信することが大事。継続的な発信で良い出会いに巡り会える」〉という記事から、
引用させていただいた、鈴木さんのプロフィールです。

“鈴木亨（すずき・とおる）さん─八王子市在住。堀之内地域では“牧場の
おっさん”というニックネームで呼ばれる。都内に残る酪農地域「おっさん牧場」
で牛と生活しながら多摩ニュータウンに反対し、地権者が自然保護活動をしてい
ることで注目を集める。八王子市の違法残土への取り組みや東京都で初の民地
での里山保全地域に指定されるなどの自然保護の動きに貢献。5年前、病気を
きっかけに牛との生活を断念し、「社会福祉法人由木かたくりの会」を設立、多
摩の若手農家が中心の株式会社フィオ(FIO)へ土地を提供、「一般社団法人
八王子協同エネルギー」の市民発電所第一号機として30kwのソーラーパネルを
牧場内に設置するなど土地をオープンにすることで人が集まる場をつくっている。”

　水俣でも同じように、メディアによく出てきている人がたくさんいて。それはそれでメディ
アの人が十分伝えていると思うので、そこには出てこないようなものを探るのが私の仕事
でもあり、その中で引っかかった部分をあぶりだしていくようなことをしているのだろうと自
分自身で思っています。
　そういう表に出てこない人を取材したいという思いが普段からあるので、メディアで多く
紹介されていて、個人でも活発に発信している方だったので、私が取材するとしてどん
な意味があるのかな、またどんなふうに視点を見つけられるのかなということも思いながら
話していました。
　会った日も、鈴木さんが2～ 3時間ぐらい、ずっといろいろ話してくださって。その翌日
もアートフル・アクションの方たちが来られるということだったので、同席させてもらってお
話をいろいろ聞いていました。これがそのときの写真です。［fig.⑦］

　滞在中、Zoomでも話してもいいよと言ってくれて、3～ 4日間、早朝6時半ぐらいか
らZoomをして。いろいろ話を教えてくれました。酪農家が社会福祉法人を立ち上げる
なんて、最初は無理だろうといろいろな人にばかにされたという話だったり、でもニュータ
ウンにはその当時、福祉施設などなかったから、自分でつくるしかないと思ったんだよと
言って、活動をかなり活発にされてきたことをここでも熱心に細かく教えてくれました。
　鈴木さんのお父さん、鈴木昇さんが多摩ニュータウン開発反対運動の中心になった方

で。亨さんはそのとき、父親が運動で忙しくていなかったこともあり、大学を2年で辞め
て、お母さんと二人で必死に酪農をして家を守る仕事をしていたようです。昇さんは昇さ
んで、酪農と土地を守るための運動をして、亨さんはそれを見て、まちづくりとか、次は
どうするべきかということを考えて、里山保全運動に進んでいく。その延長で、障害者自
立支援施設などを運営する社会福祉法人由木かたくりの会を設立していくんですね。
　鈴木さんは普段、要介護5で寝たきりの奥さまの介護をしながら、自分はがんと闘っ
て、娘さん夫婦とお孫さんと一緒に暮らしています。私はまだ資料を見たり、数回お話し
した程度なので、多岐にわたりすぎている濃い活動を詳しく紹介することはまだかないま
せん。
　ただなんとなく、最初に会ったときに、奥さんの車いすにもたれかかるような感じで、優
しそうに話す亨さんの表情にすごいひかれるものがあって。
　新規就農者の受け入れもしているのですが、その若手の人たちからすごく信頼されて
いて、人間性というか、そういうものがにじみ出てきているような気がして。この二人の暮
らしから、またはこの鈴木さんという人の視点の中から、守ろうとした土地への思いや、
福祉という面でも何かもっと広げられるのではないかなということを漠然と思っています。

●今後の制作について

　12月も予定通り上京できれば、お二人の生活に密着しながら撮影をしていきたいと考
えています。まだまだ模索は必要だし、反対運動があるからには対極に推進した人たち
の考えもあって。今、過疎化、高齢化するニュータウンで活動する若手の方たちが、ど
ういう考えをもっているかも聞いてみたいです。堀之内の寺沢は、ニュータウン建設から
土地を守ったけれど、次は相続税の問題もあったりして、そういう仕組みも知る必要があ
ると思っています。空き家だらけになったニュータウンの団地群は、この後どうなるのか。
黒岩のような山間部の集落は、すぐ近くで金山が盛んだった集落でもそうなんですが、
人がいなくなって山に返っていった場所もある。水俣は、全盛期の5万人いたときからす
ると、今は人口が半分以上いなくなっています。その先はどうなっていくのかなと気になり
つつ、いろいろ調べることもつづけていきたいと思っています。

●運動の背景がありながら土地に根ざす暮らしがある、その姿を撮りたい理由

　自分自身、まだ発展途上な部分があって。進み方すら手探りで進んでいるような状態
で。ただ、黒岩も単に山間集落の暮らしを撮るというだけではなくて、そこに水俣病とい
う事実があったから撮っているわけで。堀之内の寺沢という地域を撮りたいと思ったの
は、理由は同じですけど、そういう運動の背景がありながら土地に根ざす暮らしがあっ
て、今回はその一組の夫婦から、そういう姿があぶりだせないかなと思ったのです。そ
ういうふうに撮るには理由があって。私は運動体のような主張があまり得意ではないとい
うか、言葉が強いというか強制されているような感じがどうしてもしてしまう。だから、ウッ
と距離を置いてしまいがちになるのですが。それと同じ理由で、ドキュメンタリー写真や
映画とかにありがちな、正義感とか糾弾する主張をするような写真もあまり得意ではない
んです。
　その理由は、被差別部落の解放運動をしていた祖父がいるんです。祖父のことは大
好きでしたが、私たち家族には仕事の話をすることはまずなかったので、どういうことをし
ていたのかということまでは知らなかった。でも、今、必要を感じて、そのことも調べてい
ます。祖父は祖父で差別を受けてきた人でもあったし、母親の就職差別とかが発端に
なって活動に関わっていった人なので、その活動を否定するようなことをしたくはないし、
できないと思っているんですね。

（＊注）ウェブサイト「好齢ビジネス人」〈おっさん牧場の鈴木亨
さん「情報発信することが大事。継続的な発信で良い出会
いに巡り会える」 〉（2014年 10月15日の記事）
http://jin.korei-bp.com/archives/746

fig.⑥：鈴木さん（左）と豊田さん（右） fig.⑦：鈴木さんたちと
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●自分の体験から

　15歳から地元の飲食店でアルバイトをしたのですが、そこでの実体験がすごくトラウマ
になっているところがあって。地元なので、近所の人がいたりするんです。その中で、
運動をしている祖父がいることが話されていることがあって。何か話しているなぐらいに
思っていたのだけれど、その後から職場の雰囲気が変わることがあったんです。社会問
題の渦中にいる人はだいたいそうなのですが、腫れもの扱いをされてしまう。ちょっと触れ
にくいようなところがあったりすると思うんですよね。たとえ自分にそんな意識がなかったと
しても、どこまで触れていいのかわからないし、少し距離を置いてしまうようなところは、
私自身もあるし、皆さんもそういうところがあるのかなと思ったりはするけれども、でも私自
身がそのときに初めて腫れもののようになったことがあって、世間ってこんなに大変なんだ
なと思ったんですね。そんなことがわかったことで、腫れものになってしまったことで、あ
いさつもしてくれなくなってしまうんだなと、まわりの雰囲気がこんなに変わるんだなとすごく
身に染みたことがあったんです。
　さらに気になったのは、学習会とかにも参加していたので、もちろんその人たちの話を
聞いたりもするんだけれど、その渦中にいる人たちって、問題を糾弾するけれども、ほか
の問題になると同じような差別的な発言をしていたりする。例えば、水俣病のことはしっか
り発言するけれども、部落の問題になったりすると、同じように考えられなかったりする。
それは祖父に限らず、いろいろな場所でも思うことがあるし、自分も気づいていないだけ
で、ほかのことに関しては気が回らないで、同じような発言をしていることもあるかもしれ
ないと思うんですよね。

●自分自身の中にある差別心を問い改める

　差別って、正直なくなることがないと思っていて。でも、せめてそれを減らすことは、少
し考えられる。それを減らすためにできることは、自分自身の中にある差別心を問いあら
ためていくことでしかないような気がしているんです。腫れものとして触れづらいかもしれ
ない。でもそうやって避けていく中にも、実は差別は隠れていたりする。距離を置こうとし
ている人ほど、ぜひ触れてほしいなと思う。その、運動とか活動を糾弾している人たち
の活動があって、今、生かされている私たちの事実もある。だから、行動とか言動を否
定するのではなく、それぞれに声の出し方を模索していく必要があると思っています。私
が水俣でも引っかかるのは、水俣病を取り巻いた差別の部分だったりする。ただ、やは
りその問題を全面に出していくと、昔の自分のようにひいてしまう人は必ずいると思うんで
す。
　正義感とか水俣病運動とか差別というキーワードを全面に出さずに、みんながもってい
る日常とか、形は違っていても、必ずそれぞれがもっている暮らしがあると思います。だ
から、その普遍性の部分からアプローチしていったら、腫れものとして寄ってこなかった
人でも触れやすく、触れてみて考えられるのではないかなと思って、そういう実体験が、
今の撮影の仕方につながっていっています。

瀧本│ありがとうございました。私なりに引っかかった言葉があって。否定の裏側が肯定
というか表側、否定の裏側に本当の表側があるみたいなこととか。あと、水俣のほうで
批判している方が被害者手帳をもっていらっしゃる方であったとか。人が否定をしたりす
ることの本当の裏側には、まったく逆のものが隠れていたりするんだなということがあちこ
ちにあったように思いました。

参加者1│一つの土地に向かわれる姿勢が、自分にはまねできないぐらい深いなと思いま
した。また、ある差別に対して抗する運動をしている人が、ほかの点ではいつの間にか、
たぶんご自身が気づかないあいだに差別者としてふるまってしまっていることがあるという
のは、確かにあるなと思っていて。それは自分の身を顧みもするし、ほかの人の言動で
もたまにそういうことはある。
　一番衝撃だったのが、正直なところ、差別はなくならないのではないかという、ある意
味リアリストな発言をされていたかと思うのですが。こんなに深く黒岩についてもコミットさ
れている方が言うというのは、重すぎて。すみません、あまりうまく言葉が出てこないので
すが、そういうところがあります。

参加者2│私も、差別をする、反対運動だとか、何か自分がされていること以外では、
ふるまいが変わってくるというところがすごく印象に残って。自分もやはり、そういう部分が
あるんだろうなというのを振り返って考えたりしました。

参加者3│結構世の中、知らないことって多いなと思います。例えば水俣病も知らなかっ
たし。以前、上野駅で、路上生活で、紙に「何も食べていません」とか、そういうの
を挙げている若者がいたりとか。私は新宿のほうなので、都庁の近所の高架下は若い
路上生活者も多かったりします。
　私があるところへ行っていると、薬害で体が奇形の人とかもいるんですが、結構知ら
ないことが多いし、知らないと、どう接していいかわからない。例えば、手が奇形だけれ
ど器用に自販機から取ったりするときに、「器用ですね」とか言おうと思うんですけど、
やはりちょっと、知らないから変に腫れものに触るようになってしまったりとかもする。あと、
今だったら海外からの、不法滞在の人の拘束の問題であったり。
　本当に世の中はいろいろ問題もあるし、知らないことがいっぱいあるのだけれど、差別
もなくならないじゃないけれど、そういうこともなくならないというか、そういうことが常に生
まれては消え、生まれては消えしていくので、その中で自分はどう関わっていくのかという
のはもう、生きている限り仕方ないんだなという諦めというか覚悟というか、そういうのは
必要だなと思っています。

瀧本│豊田さんのご説明はいろいろな意味が含まれていて。差別の問題もありますし、
本当にものすごく気を使って、背景とかもいろいろ気にしながら取材を少しずつ進めてい
るというか、染み込んでいかれているような、そんな感じさえしました。
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●堀之内に滞在して

　前回11月27日は、多摩地域で“引っかかったこと”から、今後どんなことを取材してい
きたいかお話しました。具体的には、八王子市の堀之内という地域で、酪農家の方た
ちが土地を守るために戦った歴史であるニュータウン開発反対運動のことや、堀之内近
隣を実際に歩いて感じたこと、その運動の中心にいた鈴木さんに会うまでのことをお話し
しました。
　11月に、鈴木さんには、今自分が取り組んでいる撮影やこのワークショップのことをお
話しして、その中で鈴木さんの日常の暮らしに密着しながら取材をさせていただきたいと
お願いしたところ、了承してくれました。
　12月は2回堀之内を訪れ、撮影をさせていただきました。今日は、その報告をしたい
と思います。また、1回目の取材で撮った写真は簡単にデータにしたので、少しお見せ
したいと思っています。あと、気づいたことをどうまとめていこうかなという迷いや悩みもあ
るので、そのことについても少しお話しして終われたらと思います。

　今回は、鈴木さんにお会いするのがまだ二度目ということもあって、まずは普段の暮ら
しがどんなものかということ、家族とどう関わっていて、どんな生活をしていてという、とに
かく鈴木さんの人となりというか、普段どんな顔をして暮らしているのかなということを知り
たかったので、あまり移動はせずに堀之内にずっと滞在していました。［fig.①］

　この写真の場所が、滞在していた場所です。ここは鈴木さんの牛舎がある場所で
す。今回、そのすぐ横の堆肥小屋にあるキャンピングカーをお借りできることになって、そ
こに滞在していました。鈴木さんの家からも歩いてすぐのところです。
　私が以前、熊本で、黒岩の取材をする前につないでくれた方が、病院だったり人に
会うときは、よそゆきの顔をしますとおっしゃっていたんですね。ワークショップ2回目に黒
岩から中継したときもそうなのですが、普段そこの暮らしを見ていた私からすると、やはり
服装とか見た目だとかもそうだけど、家とか畑にいるときとは違う感じがする。ちょっとよそ
ゆきの格好をしてきて、関東の方に話すということで、慣れない標準語を話していたんで
す。それでも方言が強かったと思うんですけれども。私がいろいろな人を連れてくるから
協力してくれる優しさも感じるんですが、その表情がちょっとやっぱり普段と違っていて、
そういうところに違和感も感じつつ、撮影をするときはその表情がなくなるまで、少しずつ、
相手の性質を見ながら、そういうふうにならないように、ひきながらということを繰り返しな
がら撮っていました。
　今回は、12月2日～ 6日までと16日～ 20日まで、私の仕事の都合と、あとは鈴木さん

の体調と予定に合わせて動きました。1回目は昔の友達とオンライン上で会うということと、
2回目はクリスマスのイベントに合わせて上京しました。鈴木さんは毎年、石巻市に行っ
て、サンタに扮して障害者福祉施設でプレゼントを配っていたそうなんですね。それが去
年と今年は新型コロナウイルスの影響でできないので、今年は地元で子ども食堂やワンコ
イン塾をしている方との縁で、八王子市役所の集会場でおこなわれたクリスマスパーティ
に参加されると。そのクリスマスのイベントは鈴木さんがとても大事にしているという話を
伺っていました。
　次は1月の最終週に上京を予定しています。今回、上京してきたときの印象ですが、
前回行ったときもそうだったのですが、地域がオープンというか、よその人に対してあまり
閉鎖感がないような印象がとても強かったです。
　というのも、水俣もそうなのですが、黒岩とかはもっと小さな集落なので、すごく閉鎖
的な感じがして、そのコミュニティに入っていくだけでも時間が必要だったというか、いま
だにつかめないところもあって、難しさを感じている部分でもあります。なので、なおさら
オープンさが印象に残りました。

●堀之内という場所

豊田│地域性がすごくオープンなことを感じたのですが、そのベースには新規の就農者
を受け入れてきたり、障害者施設を立ち上げたり、そういうところがあるのかもしれません。
　簡単に、堀之内がどういうところかお話ししたいと思います。堀之内は多摩ニュータウ
ンでは西北部に位置する場所です。現在は八王子市なのですが、1889年に周辺の11
の村が合併し、南多摩郡由木村となって、その大字（おおあざ）の一部が堀之内でし
た。その後1964年に八王子市と合併して今の形になっているみたいです。さらにさか
のぼると、江戸時代は堀之内村として、一つの村としてあったことが記録には残っている
みたいです。
　堀之内の大半はニュータウン建設地域になっています。団地のような集合住宅もある
のですが、最近はタウンハウスという、戸建の家で住宅地の開発が進んでいる印象があ
りました。かつては酪農をはじめ養蚕や農家が盛んだったと思うのですが、そういう風景
は今はあまりありませんでした。

　鈴木さんのお宅に昭和24年の航空写真があって、それを見ながら、今との地形の違
いや、ここの家がこういう運動を働いて、ここの土地を売ったとかということをいろいろ話
してくれたんですが、この開発の進行の過程とかがすごくわかりやすくて。国土地理院
に、昭和20～ 30年代から今の時代までの航空写真がそろっていると思うので、次回
取材しに行くまでの1カ月のあいだで、航空写真の話とか、この前話してくれた話とかもま
とめながら、どういう変遷をたどっていたかということを調べていきたいと思っています。
　たくさん資料を集めて調べることはしているのですが、とはいえ、資料はあくまでも資料
です。自分で歩いていくことで何かわかってくること、歩いて、見て、聞いて、人と会っ
て話して、自分の感覚をつかみながら歩いていくことのほうが大事だと思うので、これは
あくまでも参考にしつつ、実際に歩いてみる。何がいいとか悪いとかではなく、成功、失
敗とかでもなくて、まずは思ったことからアクションしていくことが大事だと思います。
　またそのアクションしていった先に、さらにそれを他者にどう見えているか、私の場合は
見てもらいたいと思う人にアポをとって会いにいったりするんですが、相手がどういうふう
にこれを見て感じたかということを確認したり、初めからもう1回自分がどういうことを考え
ているかということを、何回も繰り返し確認するようなことをしています。

fig.①：滞在場所：八王子市堀之内鈴木亨さん宅、堆肥小
屋横
滞在期間：12月2日～ 6日・16日～ 20日
絵：フナキショーヘイさん（新規就農者）

第4回│2021年12月25日（土）15:00〜17:00

多摩地域での制作②
 ─多摩ニュータウンと堀之内
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●リサーチを大事にしながら、アクションしていく

　ただ、今話したこととちょっと矛盾するかもしれませんが、実際はアクションすることと同
じぐらい、リサーチをすることは大事だと思っています。
　私が黒岩という集落を撮っているのは、ただ単に田舎の暮らしが残っているから、そ
れがよくて撮っているわけではなくて、根底に水俣病があって。だから、水俣病自体のこ
ともそうなんですけど、どういう背景があって、どんな暮らしがあったかということ。流通
がどうだとか、状況や食のルートがどうかという、今と昔の生活圏の違いを比較してみた
りだとか、その根拠の部分というのは探っていかないといけないと思っています。
　ただ田舎だから黒岩地域を撮っているだけではなくて、そこで写真を撮っていく中で、
じゃあ自分はそこで何を言いたいのか、何を発するのか、その発する言葉が自分にとっ
ては写真だと思うのですが、この部分が構築できていないと、写真がとても浅いものにな
るというか、ちょっとちぐはぐなところが生まれてくると思います。
　あとは、私は相手に押し付けたり、糾弾するような発し方があまり得意ではないので、
見る人には自由な視点で、自分の視点で見てほしいとは思うんだけど、それを発する私
のほうは、自分がどう考えているかとか、何を見せたいのかとか、そういう自分の意思は
はっきりもっておかないといけないだろうとは思っています。そのためにも、リサーチするこ
とと実際に歩くことは同じぐらい大事にすべきことでもあります。
　写真というか、作品にとって深みを出していくのはそういう基盤があってだと思っていま
す。私もなんでもできるわけではないので、自分ができる範囲、調べられる範囲にはなっ
てしまいますが、できるかぎりは、人に会ったり実際に歩いたりして調べることを心がけて
います。
　あとは社会問題ということを含むので、もちろんすべてを知ることも理解することもできな
いのですが、何かあったときに知らないとかってあまり理由にはならないと思っていて。万
が一何か言われたときに、自分にそれが向く分にはいいですけど、撮らせてもらっている
相手やその人たちの暮らしに何か影響があることは避けたいというか。撮らせてもらう上
での責任として、最低限ちゃんとしておくことはしていかないといけないと思います。
　撮影とリサーチを広げて、最後に自分が何を表現したいかということを見直していくこと
でずっと絞っていって、それに沿って削いでいっています。

●写真のコンタクトシート

　写真のコンタクトシートというのを撮った後につくるんですね。こういう感じです。［fig.②］

　これ1枚でフィルム1本分になるのですが、デジタルとかだと一覧で見られるのですが、
フィルムの場合は36枚撮りの、横6枚縦6枚で1枚の紙をコンタクトシートとしてつくってい
きます。これが最初の段階になります。これを、私の場合は2LやLサイズのサービス版
の小さなプリントにして、それを壁に張り巡らせて、自分が気づいたキーワードをどんどん
壁に1回貼ってみて、何が気になるか、この写真はどうかということをずっと考えていく作
業をします。
　これをただのインデックスと言う人もいるのですが、私はこれは一番重要なものだと思っ
ています。コンタクトシートをクローズアップした書籍もあります。参考までにご紹介すると、
『写真家のコンタクト探検―一枚の名作はどう選ばれたか 』（松本徳彦著、平凡社、

1996年）や、『魚人』（田附勝著、T&M Projects、2017年）。あとは大きいですが
『MAGNUM CONTACT SHEETS（マグナム・コンタクトシート）写真家の眼―フィ
ルムに残された生の痕跡』（クリステン・リュッベン編集、青幻舎、2011年）などがあります。
　人のコンタクトシートを見られる機会ってとても嬉しくてありがたいんですが、同時に撮

影者の内面とか心情の部分に上がり込んでいくようなところがあって、少し申し訳なさとい
うか、お邪魔させていただくような感じが私としてはあります。自分のを見せるときは嘘を
つけなくなるというか、さらけ出すような、ちょっと怖さのようなものがあって。
　本来、作品で見る写真というのは、この中から選ばれたものだったり、コンタクトシート
の中のさらに一部分をトリミングしたものだったりするので、ごくごく一部でしかないのです
が、これをぜんぶ見せることによって、時間軸もそうだし、または撮影者の行動がどうだっ
たかということもわかります。あとは、相手の距離感だったり、お互いの、こっちから見て
いる視線はもちろん、この画として写っているのでわかるんですけど、相手の視線がどう
いうふうに向いていたかということも、いろいろ読み取れて。このコンタクトシート1枚から
読み取れる情報がものすごく多いので、写真の裏側がわかっていると、いろいろな想像
ができるものかと思っています。

●今回撮影した写真『鈴木さん家の日常（仮）』

　ここで、今回撮った写真を簡単に20枚ぐらいお見せしたいと思います。まだ何が表現
したいとかということではなく、鈴木さんの暮らしから何を思ったかとか、制作過程をお見
せする程度とは思うんですけど、その状況も含めて見ていただけたらと思います。

　『鈴木さん家の日常（仮）』。
　数年前に奥様が倒れられてから、鈴木さんは介護をしながら普段生活しているんです
けど、ご自身もがんということもあって、あと今年から新薬を始めて、その副作用がきつい
ということで、ショートステイというものを増やしながら、そこのバランスをとりながら、介護
を自分でしながら暮らしているということです。

　これはショートステイに行く朝で、お迎えを待っているときですね。［fig.③④］

fig.②：Zoomのスクリーンショットより

fig.③ fig.④
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　これは自宅に戻って自分の朝ごはんという
か、お昼ごはん。［fig.⑤⑥］

　これは家の裏の畑なんですけど、おもむろ
に畑に何か燃やしに行くかと言って、煙を眺め
ながら二人でぽつぽつと話しながら、ニュータ
ウン開発のときのことや、家のことだったり、お

fig.⑤

fig.⑥

fig.⑦

fig.⑧

父さんのことをいろいろ話してくださいました。
［fig.⑦］

　これが鈴木さんです。［fig.⑧］

　これは私が滞在させてもらっている堆肥小
屋で、実際に今も堆肥のお仕事はされてい
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ころだとか、自分が飼っている犬の写真だとか、そういうのがいっぱ
い張り巡らされています。［fig.⑬］

　これは、鈴木さんの食事のあとの片づけの様子ですね。［fig.⑭］

　これは病院。月に1、2回、がんの治療のために病院に行くんで
すけど、血液のがんなので、採血をして、その血液を調べて、どう
いうふうにしていくかということで、点滴をするかとか、そういうことを
していろいろ決めているときの写真です。［fig.⑮⑯］

て、その作業の一部を撮らせてもらったんです
けど。こんな感じですね。［fig.⑨⑩⑪］

　これが、がんの闘病の薬です。今年の4月
から新薬を飲むようになったので、その副作用
と闘いながら普段は過ごされています。［fig.⑫］

　これはおうちの、奥さんのベッドの横なんで
すけども、ベッドの横の壁には、昔の若かった

fig.⑨ fig.⑬ fig.⑭

fig.⑩ fig.⑮fig.⑪ fig.⑯

fig.⑫
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●今後に向けて

　こんな感じで、ざっと撮った写真を並べさせてもらったんですけど。これはまだ、鈴木
さんの日常の暮らしの外見をとらえただけで、本質的には触れられていないところがある
と思います。
　今回取材に行ってみて思ったことは、いろいろな農地開発とかで運動に携わってこら
れているので、もう少し私も法だとか、取り決めだとか、そういったことについて、開発の
裏で何が起きていたかということを調べる必要性を感じています。それをしないことには、
暮らしの外見だけとらえても何も伝えられることがないなと思っていて。
　亨さんの話を聞いていると、生産緑地法のことや都市計画法とか、いろいろな言葉が
出てきます。あと農地法ですね。ニュータウンにはその当時なかったので、障害者福祉
施設をご自身で設立されるのですが、そこにも市街化調整区域でいろいろ規制があった
んだけど、社会福祉法人なら設立できるということで、ご自身でいろいろなところに出向
かれて、動いて、かたくりの会という社会福祉法人の施設を建てられています。そういう
ところの規制の裏側というか、どういうことが起きて、時系列で知ることもそうなんですけ
ど、その政策自体がどういうものなのかということも知らないといけないと感じました。
　あとは、新規就農者の受け入れを鈴木さんはされています。それは八王子市でも初
期の頃からされていることで、鈴木さんのところには、八王子市で5人目の新規就農者
の方が来られて、その方から何人か増えていって、フィオ（FIO）という会社を立ち上
げて活動されています。牛舎を改装して事務所にしていたり、福祉施設の方たちが活
動できるような場にしているんですけれども、そこの法の部分だったりを知らないと掘り下
げられないなということを強く感じました。
　もう一つ気になったのが新規就農者の人たちとの関係です。新規就農者の人たち
は、それが最初から収入につながるということはないので、亨さんのところの畑を借りに
いって、それと同時に管理する障害者福祉施設で働くことになるんですね。その中で自
分たちがどういうふうにしていけばいいかということで動いて、八王子市では貸し出しの
市民農園とかも新規就農者の方たちが動いて始めたりされています。
　最初は鈴木さんの計らいでこういう農地を借りたんだけど、いろいろ動いていくことに
よって、逆に鈴木さんもそこからいろいろなパワーを吸収しているというか、とてもいい人
間関係というか、すごく活動の循環がいいなと思っています。堆肥小屋の横に事務所が
あるので、若い新規就農の方たちとも話す機会は結構あって、その人たちから聞く鈴木
さんに対する信頼の抱き方もそうだし、また別の面が見えておもしろいというか、いろいろ
な発見がありました。そこの関係性に関しても深めていきたいと思っています。
　次に行けるのは1月末ですが、それまでに、この政策の部分や社会の仕組みについ
てもう少し深く掘り下げて、撮影することをもっと絞って取り組めたらと思います。

事務局│ありがとうございました。コンタクトシートについて。確かに時系列でシャッターを
押した順番に並んでいるので、その変化があるし、コンタクトシートは嘘をつけないみたい
なことであるとか。撮った自分の視線だけではなく、相手の視線もそこに写っているという
こととか。すごくおもしろいなと。しかも、豊田さんがそれを一番大事だとおっしゃっている
ところもとても興味深いなと。

森山│さっき見せていただいた『鈴木さん家の日常（仮）』の写真を見たときに、その
人が、自分が写されているという意識がないくらいまでいくのってすごく難しいんだなと思
いました。生活の一部みたいな写真なんですけど、まだ鈴木さんの体の緊張感みたいな
ものが少し残っているのかなと、パッと見の印象で思いました。写されているなとちょっと
は意識しているんだなと。豊田さんの水俣での写真と比べて、まだ短期間なので当たり

前だと思うのですが、そういうのを写すのって難しいんだと思いました。

事務局│私は逆に、鈴木さんがどんな方か私はお会いしたことないのでわからないのだ
けど、鈴木さんの緊張はあるのかもしれないけれど、この短期間によく病院まで一緒に
行って、ごはんのお茶碗の写真も撮らせてもらったりとか。緊張のことはともかくとして、
関係性として、よくそこまでこの短期間でいった。いったという言い方は変ですけれども、
そういうふうになったんだなと、とても驚きました。
　私の写真の感想を言ってしまうと、やっぱり鈴木さんの緊張だけではなくて、見る豊田
さんのまなざしがすごくクリアに感じられるなという感じがしました。

森山│そう、だから逆に。いや、本当にすごいと思いますよ、この短期間で。だから水
俣の写真がどれだけ溶け込んでというのかわからないですが、どれだけ時間をかけてい
たものかというのがあらためてわかったというか。

豊田│撮影をしていて思ったのは、緊張もあると思うんですけど、私がどういう人間かと
いうのを見定めているんだろうなというところはすごく感じましたね。撮られていることも意
識はしているんだろうけど、この人はどういう人だろうかと、単純にそういうことを疑問に
思っていたり。いろいろ入り込ませてはいただいているけど、まだそこまでちゃんと関係と
しては成立していないというか、そういう印象を抱いたんですけど、写真もそういうのは
すごく出るんじゃないかと思います。

事務局│そのプロセス自体もすごく大事な気がするんですよね。理解していく過程で、
少しずつ写真も変わっていく、そのプロセスがすごく大事だと私は見ていて思いました。

森山│見れてラッキー。

事務局│私もそう思いました。参加者の皆さん、どうでしょう。皆さんも今それぞれに
フィールドワークを始めていると思うので、それと関連して何かお話しいただけることがあ
れば伺いたいです。
　
参加者1│お話ありがとうございました。自分は今、三鷹に住んでいて、職場が武蔵野
市というのもあって、武蔵野市と三鷹市の気になっている場所を調べたり、歩いてみたり
しています。
　豊田さんの活動を聞いたり写真を見せていただいたりして、すごいなといつも思うの
は、すごく人と関わろうとされているというか。自分は、人と会ってコミュニケーションをす
るというのがすごく体力が要ることだというのは常日頃感じていて。自分自身もそんなに人
としゃべるのが得意じゃない部分もあるので、今の自分がやっているフィールドワークも、
あまりそこの部分はできていないと感じています。
　それを3月までに自分がやれるのかどうかも正直わからないですけれど、豊田さんの活
動を見るにつけ、やはりそこがすごいなと思うし、土地を語るときに、人とか人の暮らしっ
て欠かせないんだなということはすごく感じます。そこから、そこの町の、そこの土地で
暮らす人のお話や日常から、その場所が立ち上がってくるみたいなことを目的にしている
のかなと考えています。

事務局│今、武蔵野市と三鷹市で写真を撮っていらっしゃるんですか？

参加者1│写真を撮ったり、動画を撮ったりしています。具体的には、三鷹駅のちょっと
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西に、陸橋があって。そこがもう撤去される、壊されることは決定しているのですが、天
気がいいと富士山が見えたり、すぐ下を中央線が走っていて、土日、休みの日には子ど
もたちが集まってくる人気スポットです。そこを定点観測していて、そういう、いずれなく
なるんだけど今はあって、その場所の記憶みたいなものに少し興味があるので、そういう
のを撮りためていけるといいなということで、今は少しずつそれを進めています。

事務局│なくなること、新聞にも大きく出ていましたね。私も懐かしいです。30年以上前
に、三鷹の駅って、ちょうど8時台に、働いている人があそこでラジオ体操をしていたん
です。通勤しているときに、電車からラジオ体操をしているのが見えたの。

参加者1│橋の上でやっていたんですか。

事務局│橋の上じゃないんだけど。操作場みたいなところでラジオ体操をしていたの。
ある世代以上の人はそのことをよく知っていると思います。ちょっと古い駅の印象もありま
すよね。歴史を感じるところもあるかなと思います。

参加者2│今、地域で外国の方との関わり合いが何かできないかなと考えています。こ
れまで関わっていた日本語教室は、今は新型コロナウイルスの影響で人も減っているの
で、そこなのか、もう一つ別に立ち上げるのかわからないですが、そういうことを考えて
いました。
　豊田さんのお話を聞いて、資料を読んだりしたことが自分の考えの中に出てくる、変わっ
ていくのか、と。私はそういうふうには思っていなかったところがあって。うーんと思いつ
つ、どうやって組み立てようかなと今思っているところです。

事務局│豊田さんは、テキストとか資料を読まれているけど、単に知識を入れているだ
けではなく、相手の人と会うときに、そのことがどういうことなのかがもっとリアルにわかって
いたら、関係も違ってくると考えているのかなと思いました。そういう意味では、資料の取
り扱い方や位置付けみたいなものもすごく大事なんだろうなと。ただ単に情報として知識
があればいいということではなくて、そういうものと自分の経験がどう重なっていくのかとい
うこともすごく大きなポイントなんだろうなと思いました。

参加者2│フィールドワーク的な仕事というか、個人的に非公式なことはやっていて、そ
れについての手がかりになるかと思って今回ワークショップに参加させていただいていま
す。僕の場合は、興味をもってくれた人と接続するという形でやっているんですね。その
対象というのは、基本的には面識のない知らない人ということで、そのときだけの相手と
いうような形がいいなと思って、そういう機会を大変マイペースな形で進めています。
　そういった意味では豊田さんのアプローチとは違うのかもしれませんが、今回のワーク
ショップで思っているのは、リサーチと実際の行動とのバランスというか。関係のない関係
性みたいなところに興味があるのかなと思って、自分のやっていることを客観的に今回勉
強させてもらっているようなところがあります。
　
事務局│関係のない関係性みたいな、だけど必ずそこに人がいるということなのかなと
お話を伺っていて思いました。豊田さんのようなアプローチの仕方もあるし、そういう近
寄っていき方というか、自分以外の人に歩み寄っていく歩みってあるんだなというのはおも
しろいなと思いました。

豊田│私はどちらかというとコミュニティに入り込むタイプの撮影の方法で。その相手に

何かを思って、対象の人に惚れ惚れしてしまうところがあって、そこに入り込みたいと思う
ので、その人に近づいていくことをしています。逆に、観察的な撮影の手法をもつ人もい
ると思います。そのコミュニティに入らないで、ただそこにいて、見ているだけ。あくまで
もそれを撮っていく中で取り組んでいく人もいて。
　取材の仕方というか、取り組み方は様々なので。自分で自分の仕方を、ほかの人の
模倣をしながらでもいいし、そういうのを行ったり来たりしながら、自分は最終的に何がし
たいかということを見つけていけばいいと思っています。だから、観察的手法もすごくおも
しろいなと思ったことはあります。
　あと、コミュニティに入っていくと、どうしても撮影と生活と、分けられないところがあっ
て。あまりに近すぎるときつくなるときがあるんですね。そういうときは、一歩置いて、観
察的なことに切り替えてみたりするんですけど、何も思わないでただそこにいるような手法
も大事な仕方だと思うので、それをどんどん形にしていくとおもしろいのかなと。

事務局│九州に伺って、一緒に黒岩地区に連れていってもらったときに、最初黒岩に住
もうかなと思ったけれど住まなかったとおっしゃっていましたね。いろいろな経緯があると
思いますが。

豊田│それはただ単に、空き家といっても人が住めるレベルの空き家じゃなかったり、盆
正月になると家族が集まったりもするという理由もあったんですけど。家賃が一番安いとこ
ろとかを探していたら、水俣の市営団地が空いていたので、そこに住むことにしました。
結果的にはその場所は、一番の水俣病の激震地なので、そこに住んで、働いてみるこ
とで聞けることもあって、それはすごくよかったと思います。
　同時に、撮影地に住んでしまうと分けられなくなるので難しいなということも感じました。
だからその距離にいてよかったなと思うけど、逆に水俣で広げたいときに、動くことの難し
さも同時に感じたりもします。

参加者4│僕は、どちらかというと、人とのコミュニケーションをとるのが苦手なほうで、
人物を撮るときも、自分が後で見てみると最初は距離が遠いんですね。もともとプロのカメ
ラマンではないので、積極的に人の写真を撮るタイプではなかったけれど、仕事の中で、
子どもの写真を撮る必要性に迫られてやってきました。そうすると、自分が子どもたちとか
対象になる人たちと距離が近くなっていくと、自分でも写真が変わっていくなと思う瞬間が
あるんですね。
　あと、どちらかというと僕は、客観的に観察したいタイプで、あまり中心に入っていかず
に、写真を撮るときも自分の気配をできるだけ消して、その人の生の姿というか、あまりこ
ちらを意識しないでというところを撮りたいと思うタイプです。だから、本人が見たらちょっ
と意地悪なところを撮っていると思われるときもあります。僕は自分で写真を撮っていて、
そんなふうに思います。そこら辺の撮影態度の違いはすごくあると思っていて、豊田さん
の話を聞くと新鮮というか、俺にはちょっとできねえなという感じはします。

事務局│豊田さんは、鈴木さんと向かい合っているときに、自分の気配を消すことを意識
されることはありますか？

豊田│消すことはできないと思うので、気にされているときはカメラはやめるとか、そうい
う感じの距離のとり方をしますね。でもカメラが入る以上、やはり消えることは絶対ないと
思っているので、それがいても許してくれるような環境というか、そういう状況になるまで
は、と思っています。
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●川の暮らしを見て、その先を考えてもらいたい

事務局│今回は、豊田さんに、現在開催中の「令和2年7月豪雨REBORNプロジェ
クト坂本展」について、その会場から中継いただきながら、お話いただきます。豊田さ
ん、よろしくお願いします。

豊田│REBORNプロジェクトは、令和2年7月豪雨により、水損した昭和30年前後
平成初期のネガフィルムを預かったことから始まりました。預かったものの、一人ではどう
しようもなく、SNSで「加勢」を呼びかけたところ、学芸員やクリエイター、写真の仲間
が集まりました。協力してくださった方は他にも、写真はまったく触れたことがないけれど、
ただ今回の災害を目の当たりにして何かしたい、体力的に重作業は難しいが手作業で
あればできるかもしれないと思った、という方も加わってくださいました。私も経験はなく、
SNSでいろんな方が送ってくれた情報を参考にしたり、水損ネガを扱ったことのある学芸
員がたまたまいたのでその方にレクチャーを受けたりして方針を決めました。
　その作業の途中で写真があまりに良すぎて…もったいない、写真を共有し、復旧活動
に費用が循環すればと、ドネーションブック『REBORN』（以下ドネーションブック）（＊
注）を作成し、展示をおこなってきました。
　今まで熊本市、坂本町のある八代市で展示をおこないましたが、どちらも公共の施設
でどちらかというと、一方的な報告までに止まっていました。しかし、土地の記憶でもあ
り、川とともに暮らしていた時代の残るこの写真を地元の人に見ていただきたい。そして
私たちはそこからここにあった暮らしを知りたい、という気持ちで、今回、この坂本現地
での展示開催に至りました。［fig.①］

　ダムができる前は水害の「害」という概念がなくて、昔は大水（おおみず）っていう
概念だったんですね。ダムができたことで、水害という「害」に変わっていった。被害
の後にはどうしても被害現場の写真ばかりが溢れる。でも、その害の部分を撮るよりは、
この中に写っている、本来ここにあった、川の暮らしを見てもらって、その先を考えてほ
しいなというところがありました。それで、川を中心にした暮らしの部分に今回はスポットを
当てて、展示内容を組んでいます。

　これは鳥居です。［fig.②］さっき魚を釣っていた人がいましたが、鮎釣りがまだ生業に
できた時代で、その釣った魚をここの友恵屋（ともえや）旅館に納めて。なおかつ、こ
このすぐそばに水源があったみたいなんですね。そこの水を生簀に引いてきて鮎を生か
しておいて料亭で料理として出す。今は、もう旅館はないんですが、その水源が山のほ

うに少し行った裏手くらいにあったから、今回は水害の後にその集落がその水を使って
掃除に取りかかれたので、一番動きが早かったという情報とかも聞きました。

　これは、かさあげのときに仮住まいで住んでいた小屋での風景ですね。［fig.③］

　これが典型というか、昔の暮らしの象徴なんだよと言われた方がいました。ここに人が
いて、横に川があると思うんですけれども、人と川の近さ。今はもうかさあげしてしまって
いるので何メートルも下に川が見えるんですけれども、このときは人が歩いているすぐ横に
川が流れている。［fig.④］もちろんここも水害で浸かったりはするんだけれども、それもサ
イクルみたいなところがあるので、川とともにあった暮らしというとすごく聞こえがいい感じ

fig.①：Zoomのスクリーンショットより

fig.②

fig.③

fig.④

（＊注）2021年 2月発行。令和 2年 7月豪雨で水損した八
代市坂本町に残る古いネガフィルムを復活させる「REBORN」
プロジェクトの一環として発行。昭和 20年代後半～平成初期
までの旧・坂本村の様子や、川をめぐる町の歴史、レスキュー
作業の様子などをまとめた記録集。作成した半分は八代市坂
本町の方々に無料配布、残りの半分は販売し、その売上は必
要経費を除き、坂本町の復興に寄付している。

第5回│2022年1月22日（土）15:00~17:00

「REBORNプロジェクト」坂本展①
─さかもと復興商店街より
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にもなってしまいますが、本当にそういう暮らしがあった、そういうものの象徴的な写真だ
なと思いました。［fig.⑤］

　瀬渡しの写真です。昔は橋がなかったので、瀬渡しが何カ所もあって、それで行き来
して、列車に乗って仕事に行ったりもしていました。［fig.⑤］

　これは、ダム完成後につくられ、ダム撤去のときに一緒に撤去されたんですけれども、
ダムの下流側に造られた潜水橋で、子どもたちがここを渡って通学していたという橋で
す。これに関する思い出をいろいろな方が話してくださって。稚児行列の次ぐらいにこの
思い出話をされる方が多かったです。［fig.⑥］

　これは、個人的に印象的な写真です。瀬渡しのところなんですけれども、女性がスー
ツを着て、しっかりと立って乗っていて、もうすぐ到着するところ。たぶん、対岸に写る集
落にお住まいの方が、この地区の小学校の閉校式に出席するためにスーツを着て、瀬
渡しで渡ってきているところなんですね。ちなみに、この方は求广川八郎さんというすごく
有名な船頭さんだそうです。皆さんが八郎さん、八郎さんと言っています。［fig.⑦］

　これはダムができた直後の写真です。船の跡とか、宿舎がある。これは、木材を運
ぶいかだ流しがおこなわれた最後の時期。ここの川を下ってもってきて、ダムのすぐ上流
で陸揚げされて、そこから先はトラックが運搬していく。流通の行き交う川、その終わる
直前の風景だったりします。［fig.⑧］

　子どもの写真ですね。これ、5人じゃないんですよ。この後ろにあと2人赤ちゃんがい
るので7人で写っているんですけれども、子どもが子どもをあやしているときとか、川の近
くで子どもが遊んでいるときの風景はこのときならではというか、時代を物語っているなと
思います。［fig.⑨］

fig.⑥

fig.⑤

fig.⑦

fig.⑧ fig.⑨

fig.⑩ fig.⑪
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　これはモーターバイクに乗って記念写真を撮っているんですけれども、撮られる人の表
情が穏やかだなと、この写真に限らず、この撮影者の写真を見たときによく感じました。
おそらく初対面ではなく、顔なじみの方だろうと。本村さんという撮影者はすごく近所の
方を撮られている方だと思うんです。慣れない人って、緊張が伝わってくるんですけれど
も、写真を見ているとみんな穏やかな顔でカメラを見返していて、本村さんもおそらくそう
いう穏やかな顔で、そのときの空気がお互いに伝わってくる。カメラを見る目線とカメラか
ら見ている目線というのは、合わせ鏡みたいになって伝わってくるようなところがあるので、

本村さんの写真はポートレートをすごくいっぱい使わせてもらっています。［fig.⑩］

　近所を写しているのもそうだけど、水害のときの写真とかもまめに撮られていて、土地
に対する愛着というか、そういうものも感じました。次がこの写真です。

　水が来ていて、その上に木が出ている。これは実は桜が咲いているんですけれども、
ダムができた後に木がどんどん沈んでいくときの写真なんですね。このときに逆光が来
て、なんていうか、水面とかお花がちょっと輝くじゃないけれども、キラッとするような瞬間
を何カットも撮られています。外から来ると、ここに目は行かないんですけれども、住んで
いると、近くで沈んでいく町だったり、そういうものを見ながら、どんなことを思ったのかな
ということを少し想像しながら、とても印象的な写真でした。［fig.⑪］

　これは川に浸かっているときの写真ですね。作業員というか、そういう仲間内で集まっ
て、情景はわかりませんが、球磨川でお風呂みたいに浸かるんですけれども、この写真
は当時の球磨川というのがすごくわかるなと思ったので選んでみました。［fig.⑫］

　これは、川の瀬の写真です。坂本の方に聞いてみると、これは、どこどこの瀬で、と
これだけでわかってしまうんですね。
　というのも、ここに出ている岩がどのくらい浸かったかで、どのくらい水がきているか、
目印にしていた岩だという。
　この鳥が来たときを狙って、何回も何回も同じところで撮られていて、全体を見ていく
と、撮影者の東さんがどんなものに興味をもって撮っていたかということも少しわかってく
る。坂本の町のどういうところに愛着があったのかとか、どういう風景が好きかとか。そう
いうものも、全体を見ると読み取れてきて、その中から選ばせてもらったようなところが今
回はあります。［fig.⑬］

fig.⑫

fig.⑬
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─

森山│復興商店街のまわりの風景も見せてもらえますか。どういう場所に建ってるのか
なって。

豊田│駐車場を歩いてみますね。［fig.⑭］

森山│まわりは山なんですね。

豊田│山と山のあいだに川が流れているようなところです。ここが道の駅なんですが、
水害のときは、1階は完全に浸かってしまって、屋根だけが見えている状態で。私が最
初に来たときにはこの辺も車が重なり合って、今とは本当に全然違うような情景でした。
　昔を知っている人がよく言われるのは、工事に工事を重ねてかさあげはしているけれど
も埋め立てたりして、川幅が狭くなっている。プラス、今は林業とかが衰退してしまって
いて、山を整備されていないので土砂とかで流れ出た土が体積していて、もともとあった
水深がどんどん浅くなっているので、当然その分、水嵩もあがり、過去に何回か大きな
水害もあったんですけれども、今回はその想像をはるかに超える、80代90代の方たち
でも初めてここまでは見たねと言うぐらいの水の増え方でした。
　また、ダムができたことによって、今回はヘドロが流れ込んでいて、細かいところまで入
り込んでいるので、洗っても洗っても真っ白になるんですね。床もそうだし、食器とかも。
なので、3回4回とみんな洗って。ダムができる前の大水はヘドロではなかったらしく、水
質の違いというのもあったみたいです。
　あと、近くに、通学や通勤にも使っている人が多い、肥薩線の電車が通っていて。さっ
きの写真にあった瀬渡しも、その電車に乗るために駅に向かう人も多かったんですが、
これも今回は川に渡っている橋も流出し線路ごとひっくり返って、すごい状態になっていま
す。

豊田│坂本といっても広くて、私が今、展示をしているところは、川にほど近いところな
んですが、山も深いのでいろいろな集落があります。この復興商店街にもわら人形が
飾ってありますが、それは七夕綱といって、七夕のときに編んで、それを川に渡す用にし
て付けるようなものです。これは一つの集落、木々子（キギス）というところなんですけ
れども、そこではまだ今もつづけておこなわれています。カメのつくりものとかわら人形と
かですね。タコもあります。［fig.⑮］

事務局│なんで七夕にタコなんでしょうね。

豊田│なんででしょうね。ただ、山の神祭りとかっていうのは、黒岩もあるしこの集落もあ
るんですけれども、中にはこの辺はボラをお供えしたりだとか、水俣のほうにはオコゼをお
供えしたりだとかがあるんですけれども、そういうことかなと思ったんですが、なんでタコだ
ろうなと、私もふと思いました。

豊田│それから、今回の展示写真のフレームは、被災家屋の廃材、建具からつくられ
ています。坂本って古い町で、大正時代の立派なおうちが結構多かったんですが、大
正時代に建てられた家の建具を収集して、利用してつくられたフレームです。

森山│建具ってなんですか。

豊田│建具って、床板だとか、障子だとか。板の表面がボコボコしているんですけれども、
昔、手斧（ちょうな）で削った跡で。これは板材に再利用した残りを捨てないで、使用
しています。障子の材で、穴が空いているようなものもそのまま使ってます。
　この製作にあたっては、写真の持ち主である溝口さん（＊注）が主におこなわれていま
す。さらに、地元の高校生が手伝いに来てくれて、水洗をしたり、こういう組み合わせで
とセレクトしてくれたり。なので、この写真展は、最初の作業から今回の展示もそうなん
ですけれども、こういうフレームに至るまでいろいろなストーリーもあるし、いろいろな方に
関わっていただいています。
　溝口さんは、こういう障子の穴とかを写真より主張しないようにと内側にしてくれているん
ですけれども、高校生たちは逆にそれを見せたほうがおしゃれだと提案してくれて、そう
いうふうにつくっているものもあります。おうち4軒分くらいの建具でつくられているんです。

豊田│溝口さんです。［fig.⑯］

溝口│こんにちは。川のことはダム撤去が専門で、日本で最初に撤去された荒瀬ダムが
ある球磨川に移住しまして、撤去された後、再生した川を伝えながらお金に変えるという
ことをしたくて、ラフティングの資格を取ってリバーガイドになりました。
　ただ、リバーガイドはシーズン仕事なので、通年でご飯を食べていけないので、冬の
あいだは、いい川で遊びたいという欲求を少しでも高めるために山の造林の仕事をして
います。木を植えて健全な森をつくるお手伝いで、山のお仕事をするようになって、現在
は観光業と林業をメインでやるという業務形態になった直後に水害に遭って、えらい目に
なっていますという。

事務局│おうちは大丈夫だったんですか。

溝口│家を2軒、事業所と生活空間としてお借りしていたんですけれども、1軒はきれい
さっぱりなくなって、球磨川の藻屑となりまして、もう1軒は鉄筋コンクリートの3階建ての
建物だったんですけれども、2階天井まで水没して、3階は使用していなかったので、も
う何もかも失ったという形になりました。

事務局│今日、写真展をご覧になっていかがですか。

溝口│いや、うれしいですね。地元の方々が過去を確認するというのと、情報がどんど
ん写真に添付されていく過程を大変興味深く見ています。ただの写真が、意味をもった
写真になっていくのが、ライブで目の前でどんどん、刻一刻と積み上げられていく感覚が
非常におもしろい。
　その情報が添付された写真であればあるほど、その地域の情報インフラとしての価値
をより強めるというのを目の当たりにしているような感覚で観察させていただいています。
こういう機会をつくっていただいた本当に数多くの皆さんに感謝をしている状況です。
　
事務局│ありがとうございます。また行きたいなと思っています。

豊田│こんな感じで展示をしています。今日は週末なので、人も多く来ていただいていま
す。今回の「令和2年7月豪雨REBORNプロジェクト坂本展」は、展示ではあるけ
れどもフィールドワークのような要素を備えていて、私たちは来る人たちから聞き取りをさせ

fig.⑭

fig.⑮：会場の藁飾り

fig.⑯：Zoomのスクリーンショットより（左が溝口さん）

（＊注）今回展示した写真は、もともと地元アマチュア・カメラマ
ン、故・東儀一郎氏、本村孝夫氏らが撮影したもので、同
町でラフティング会社「Reborn」を営むリバーガイド・溝口隼平
さんが資料として譲り受け、整理・保管してきた。それが令和
2年 7月豪雨で水没してしまった。
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ていただいている。逆にここに来る坂本の人たちは思い出話をしてくれたり、何か懐かし
いねっていろいろな話題で盛り上がったり、ここに来て久しぶりに会ったみたいなことで盛
り上がったりもする。ゆっくりできるお茶のみ場として展示会場を温かい場所にしたいなと
いうのがあったので、自分の中ではここでしてよかったなと思っています。［fig.⑰］

─

参加者1│再生された写真の中から展示するものを選んだり、配置を考えたりしたのは
豊田さんですか。地元の人と相談しながらだったのでしょうか。

豊田│今回の展示は、写真集のものと、プラスちょっと選んだものがあります。川と人と
の暮らしが伝わるにはどういうふうにしたらいいだろうということで選びました。ただ、それ
を私が一方的にしてしまうとずれが出てしまうので、地元の人に確認したり、教えてもらっ
たりしながら選んでいます。写真の持ち主とか、手伝ってくださる地元の人とかに、写真
を見てもらって、どういう状況だとか教えてもらって。地元の人を1回通してまた見せると
いうことをしています。
　今回、1枚だけ展示していない写真があるんですけれども、水害の被害のあった場所
でもありました。その写真を見たときに、やっぱり地元の方だと、人や場所がわかる。だ
から、状況的なものとかもその知っている人たちと一緒に判断して、今回それは出すべき
ではないんじゃないかと、本人の許可が取れていないところでするべきではないよねという
ことになって下げています。それって地元の人が入ってもらってやっとわかることなので。
展示の土台は私がつくっているんですけれども、いろいろな方を混ぜていくことによって、
その辺の判断をしていくようなつくり方をしています。

参加者2│川からフィルムを引き上げて、きれいにするボランティアの方、とおっしゃって
いたんですけれども、それは素人の人でも参加できるものでしょうか。

豊田│そうですね。特に誰ということもなく、私自身も経験者ではなく、情報を集めるとこ
ろからしているので、加勢できる人はもうどなたでもということで関わっていただきました。
図書館で働かれている方とか、現地に行って何かしたいけれど、どうしてもそんな体力
はないからということで来ていただいた方もいました。その方は写真を撮っているわけで
はなかったし、フィルムの知識があったわけではないけれども、少しずつみんなで共有し
ながらやっていったので。
　今回のリボーンプロジェクトに関しては、Facebookで広報をしているんですが、今回
の展示会場も私一人では回せないので加勢してくださいと声をかけました。そうしたら知
り合いもいたんですけれども、それ以外にもこういうプロジェクトに興味があってと来てくだ
さった方もいるので、一緒に聞き取りをしながら進めさせてもらっています。

参加者2│ありがとうございます。そういうところでも参加できるかなという希望が出てきま
した。

豊田│私もあまり経験がなかったんですけれども、今回、経験者である学芸員の方が来
てくれて、いろいろレクチャーをしてくれて、その中でみんなが得意分野とかできることを
分担してやっていった。本当にみんなもう、私も含めてかなりの素人から、少しずつちょ
こちょこしていったというところがあります。経験がある人のほうが少ないと思うので、結構
どなたでも手伝っていただいています。

事務局│覚えていらっしゃる範囲で、会場でどんなお話があったかとか、それに対して
豊田さんはどう思ったのか、伺えますか。

豊田│皆さん思い思いに語られていくので、写真に全然関係ない思い出話とかもされま
すね。稚児行列の写真の話が多くていろいろ聞いていくんですけれども、その中で、こ
こら辺に生協があって、生協の匂いを嗅ぐと都会に行ったっていう気分がしたんだよねみ
たいな話がありました。私は全然匂いを知らないので想像になってしまうんだけれども、
なんか匂いとかから語られる思い出とか、すごくおもしろいですね。
　あとは、川の話もたくさん聞きます。今はもう、小学校も、何人かしかいないんですが、
この当時は子どもがすごくいて川で遊んでいる風景がある。子どもがこれだけいるという
のは、川がいいっていうことだよとかって、それぞれの、その土地に根ざす哲学みたい
なのをおじいちゃんたちがもっていて話していくんです。そういう、感覚で得ている地元
の人たちの言葉というのはすごくおもしろいというか、ありがたい。
　村史とかは、どうしても文字で記録的にまとめられている。なので、そういう人たちの
言葉、感覚で感じられている土地の匂いだったり風景だったり、そういうものを表す言葉
は、一番貴重なのかなと思っています。

事務局│本当ですね。「土地の記憶は土地の人のものである」ってチラシに書かれてい
ましたが。土地の記憶は土地の人のものでしかあり得ないけど、私は、展示してあった
写真を今見せてもらって、私の親と同世代だろうな。ということは、たぶんこの人たちの
子どもは私と同世代だろうな、みたいに思う写真があったりして、そうすると土地の記憶
はその人たちの記憶なんだけど、そのことから私の記憶も呼び覚まされるようなものがあっ
たり、ある種の郷愁だったり。でも、郷愁の中にある確からしさみたいなものも感じること
ができて、なんとなく豊田さんと坂本の人たちというだけではなくて、それを見た私たちも
また別な感覚を得ることができるみたいな伝わり方がすごくおもしろいなと思いました。

豊田│そうですね。私もこの時代は生きていないですけれども、懐かしいなと思って見て
しまって、そこから話に入ることによってもっと近づくというか、いろいろな物事が、自分の
体験のような錯覚を覚えながら入ってくるというか。それがすごく楽しくて、地元で開催す
ることの意味を感じています。今までの美術館、博物館は、どうしても報告を一方的に
するものだったのが、今度は返ってくるのでおもしろいです。

事務局│いいですね。すごく素敵。

参加者3│すみません。さっきお話に出ていた、ダムを撤去するってどういうことですか。

豊田│ここのすぐ上に荒瀬ダムというダムがあったんですが、それが2018年に撤去され
たんです。いろいろな開発の中でつくられたダムではあるんですけれども、川の生態系と
かにも影響が出ていて、地元の人の多くもダムはもういらないと言っていたんです。それ
でダム撤去運動とかも起こっているんですけども、日本で初めてコンクリートダムが撤去さ
れました。
　ダムがなくなった後、水の水位もかなり下がり、それによって川の流れとか、生態系が
回復してきた。球磨川は、アオノリの一種のカワノリとかも有名なんですが、そういうのも
全然育ち方が違うとかということも、地元の方から聞いています。ただ、昔に比べると比
較にはならず、今年もとれ高は少なく販売が例年より少し遅かったです。

参加者3│ダム撤去の運動をされていらっしゃる方と、この写真に写っている方々はイ

fig.⑰
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コールだったりするんですか。

豊田│それは人にもよるので、イコールの方もいれば、立場は様々だと思います。あとは
逆に、昭和29年にダムが造られているので、そのダム工事をするためにこちらに移住し
たというか、その工事のために住み込みで働いていた方とかもおられます。なので、作
業員の写真とかもあるんですけれども、その工事のために来た方の集合写真だったりだ
とか、そのダムができたことによってかさあげをされているので、かさあげ工事の方、地
元の方ではない方も写っておられます。

事務局│複雑ですよね。一方ですごく造りつづけていますしね。

豊田│そうですね。複雑でもあるし、今の溝口さんはそういう立場でここに来て、研究
やリバーガイド、林業などいろいろなことをしていくんですけれども、水俣病もそうですけ
れども、これが絶対ということを、私が見る人に対して訴えたりとか、植え付けたりするこ
とはちょっと違うかなと思っていて。なので、やっぱり本のつくりとしては、その暮らしをま
ずは知ってもらって、その中から、自分たちのフィールドでどういうふうに考えるかとか、そ
ういうダムに関してどういうふうに考えるか。皆さん立場は絶対に違うので、その背景を
様々なところで考えていけたらなと。あまりそこに固執はしないけれども、もちろんダムが
あったのも事実ですので、暮らしの一部として出したいなというところがあります。

事務局│私たちが行ったときに、豊田さんに案内してもらって、黒岩のほうから入って球
磨川の今のここに抜けるようなルートだったんだっけ。

豊田│はい。そうですね。山を越えてきました。

事務局│今お話が出ていましたけれども、山が荒れているんだけれども、荒れている上
に、極端な施業をしているから、どんどん土砂が崩れて川に入り込んでいる。だから水
害なんだけれども、実はそれは山に原因があるのではないかとか、山の土砂がどんどん
入ってくることとか、その中に木がいっぱい混じっているから、それがたまってダンッと鉄
砲水みたいになって、その中に根っこも入ったような大きな木が一緒に流れてくるみたい
な、どんどん増幅していってしまっているような。その後の風景が、また痛 し々かったりと
か。
　でも一方で、廃線になった駅も連れて行っていただきましたけれども、そこはきっとみん
なが大事にしていたんだろうなという気配があったりして、すごく複雑な気持ちになる旅
だったなと、今も思います。でも、また行きたいなと思います。

このページの撮影：高平雅由

「REBORNプロジェクト」坂本展
会場風景より
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●REBORNプロジェクト、坂本展会場の様子

　前回は一昨年の令和2年7月豪雨災害で被災した水損ネガのレスキュー作業から始
まったREBORNプロジェクトについての概要についてお話ししました。また、今年、坂
本現地での展示が開催でき、その会場がすごく楽しかったので、その場の空気も知って
もらえたらなと思って会場を歩きながら案内させていただきました。
　今回の展示は、ただ展示するだけではなく、来場された皆さんからの聞き取りも行いま
した。そしてその聞き取りからわかったことをもとに、実際に撮影された場所に行って、
今と撮影時の違いを調べたり、人を訪ねたりするというフィールドワークの要素もありました。
今回はREBORNプロジェクト、坂本展のその後、この1カ月間のことを報告したいと思
います。
　REBORNプロジェクト坂本展は1月の2～ 4週目の週末に、坂本町の道の駅の駐
車場にできた復興商店街の空きスペースを利用して開催しました。ちょうどこの時期、
コロナが徐々に増えてきたタイミングではあったのですが、地元の方々の口コミなどで情
報が広がっていきました。メディアの協力もあって。坂本町には町のことだけを放送する
ケーブルテレビ局があって、そこで放映されたことによって300人ぐらいの方々にご来場
いただけました。
　復興商店街とか復興といっても、今の坂本町は、まだまだ復興とはほど遠く、今は人
がいなくなっている状態で、町の風景もどんどん変わっている現実があります。今回の展
示は楽しく、人のつながりが増えたのですが、一方でそのときだけ盛り上がるイベントで

fig.①

はなくて、ずっと誰かが寄って語れるような継続した場所が必要なのではないかと会場に
いて思うようになりました。今回のことをきっかけに、私はつながりができた人や場所を広
げて何かしら継続していきたいと思っています。
　これが会場の雰囲気です。［fig.①］

　坂本出身で近くの都市部に移り住まれた方が来場者に多かったのですが、会場でた
またま会った人同士が実は遠い知り合いだったり、親戚同士で久しぶりにばったり出会っ
たりという場面もありました。そんなところから話が盛り上がっていって。見ているこちらま
でほほ笑ましいというか、全然知らない人たちなのに「なるほど」と言って話に混ざって
いきたくなるような雰囲気があって、とても楽しめました。

　［fig.①］の右下の写真は、最終日に撤収をお手伝いしてくださった方たちとの集合写
真です。レスキュー作業自体も、展示も私一人ではできなかったのでSNSで加勢を呼び
掛けて留守番、設営、撤収など、みんなに手伝っていただきました。
　打ち上げがまだできていない状態なので、春以降、様子を見て計画していきたいと思
います。打ち上げとは言っていますが、来る者は拒まず去る者も追わず、交流会的な感
じでできればと思うので、展示に関わらなかった人たちでも、興味を持ってくれた人にど
んどん関わっていただきたいなと思います。位置関係上、難しいとは思うんですけど、ぜ
ひ参加希望の方は遊びに来てください。

●来場者からの聞き取りをして

　これが展示中にした聞き取りです。付箋に書いて貼っています。［fig.②］当初は来場
者に書いていただこうと思ったのですが、おじいちゃん、おばあちゃんに書いてくださいと
いうのは難しい気もして。おじいちゃん、おばあちゃんたちは、手が弱っていたりして字
が書きづらかったりすると思うんですね。以前、水俣病のことをほかの山間部で聞いて
いたときに、申請を拒む理由の中に、実は本人たちは字の読み書きができなかったり難し
かったりしたので、対応ができなかったという話がありました。
　今はほとんどの方が読み書きができると思うので、そこに実感がある方は少ないのかな
と思うんですが、戦中・戦後は学校に行くことすら貴重な時代で生きた人たちは勉強どこ
ろではなくて、日々 、生きることだけで必死だったと思います。これは坂本集落や黒岩地
区に限ったことではなくて、私が個人的に取り組みたいと思っている被差別部落の問題
でも識字運動がありました。それから数年前にカンボジアに行った時、「今どきGoogle

fig.②

第6回│2022年2月25日（金）19:00〜21:00

「REBORNプロジェクト」坂本展②
─展示とその後
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翻訳があるから大丈夫なんじゃない？」なんてみんなに言われたことがあって、撮影の交
渉をするときに実際にGoogle翻訳を使って話したんですけど、私と同年代でも識字率は
さほど高くないのかなということがあって。近くに識字運動をした人もいて、そのことを個
人的に今後は調べていきたいなと思っているところです。
　そんなことで話を聞いたメンバーが、付箋に書いて貼っていくことにしました。人、場
所、そのときの情景など聞いたことを、どんどん書いていきました。いろいろな情報が集ま
り、その後1カ月の間で分かったこともあるので、そのことについて今日はお話ししていき
たいと思います。

●坂本町の地理感覚

　まずはこれが簡単な坂本の地図です。［fig.③］町といってもかなり広いです。ドネー
ションブックは川の暮らしに焦点を当てたものなので球磨川近辺のことを取り上げています
が、球磨川に注ぐ支流がいくつもあるし山も深く、一言で坂本町といっても地域の様子は
結構違います。水俣に引っ越してきたときにすごく驚いたことがあって。私の住んでいる
ところは水俣市の最南端で市街地まで5kmぐらいの場所にあります。私からしたら車で
5分ぐらいで着くようなすぐそこなんですけど、地元の人と話すと、山を越えた場所のこと
を話しているんじゃないかと思うぐらい、すごく遠くのことのような感覚で話していることが
印象的です。坂本も同じで、例えば地図の中に坂本という集落があって、中津道という
下のほうに集落があると、別の県なのではないかと思うぐらいの感覚で話をされることが、
すごく印象的です。

　今回展示した写真は、もともと地元アマチュア・カメラマン、故・東儀一郎氏、本村
孝夫氏らが撮影したもので、昭和20年代後半～平成初期までの旧坂本村などの様子
が写し出されています。同町でラフティング会社「Reborn」を営むリバーガイド・溝口
隼平さんが資料として譲り受け、整理・保管してきました。それが令和2年7月豪雨で
水没してしまったんですね。
　撮影者のお二人のお住まいはそれぞれ丸印の場所で、右上の坂本という位置に東儀
一郎さんという方の生家があり、本村さんはその左の破木という集落にありました。東さ

んに関しては、ドネーションブック
作成の後に息子さんから連絡が
あって、その後も連絡を取り合っ
ていて、今後ご自宅にある写真を
提供していただけることになりまし
た。
　本村さんの家は「破」れる
に「木」と書いて破木集落です
が、ここは大きな地名というよりは
字（アザ）のような感じなので地
図には載っていません。坂本の方
たちは、こちらを破れ破木、その
対岸にある葉っぱの「葉」で書
いてある「葉木」を葉っぱ葉木、
どちらもハギなのですがそういう地
名の使い分け方をしています。

●聞き取りから分かった人たちのこと

　ここから実際に分かった人たちの紹介をしたいと思います。1人目は、以前、村長をさ
れていた方で、現在も同じ地区に在住です。撮影者の本村考夫さんのことを聞いたら、
同級生で同じ学校に行っていた。撮影時はおそらく役場に勤めていた頃で、この後、
村長になると思うということでした。ただ撮影された記憶がなくて、ある程度の年月日が
分かれば付けていた日記からいろいろ調べてみたいということだったので、分かった時点
で教えていただく予定です。2人目の方は、おそらく現在90才の方。お住まいの場所
わかったのですが、まだお会いできていません。今度会ってみたいなと思います。3組目
は親子です。職業として鮎釣りをされていて、かつてあった友恵屋旅館に釣った魚を納
めていたみたいです。撮影年月日はおそらく昭和60年代だろうという話ですが、それだ
と旅館は解体されていて写っていないはずなんですね。つじつまが合わない部分がある
ので、ちょっとずつ調べていきたいなと思います。息子さんがご存命でおられるということ
だったので、あらためて伺おうと思っています。

●聞き取りから分かった場所のこと─過去と現在

　次は場所の比較です。［fig.④］
　左側がドネーションブックに載せたときの写真で、右側が現在。先日、おそらくここから
撮っただろうという場所から撮ったものです。左は坂本地区に製糸工場があった時代、
一番栄えた場所でした。カラー写真になるとさすがに時代も最近に近いというか昭和60
年代なので、来てくださったどなたにも記憶に残っている方が多くて、一番聞き取りの付
箋が多かった場所でもありました。
 
　これが付箋です。［fig.⑤］新開地区というのですが、「新開がつからないと梅雨があ
けない」という『村史』にも載っている言葉です。あとは生協の匂いをかぐたびに都会
に来たなと思ったという対岸の方の言葉だったり、新開が一番につかるので最初にかさ
あげがおこなわれたとか、民家の2階ぐらいまでかさあげをしたのでここは移転したんだ

fig.③
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鶴喰

fig.⑤

fig.④：同じ場所の比較　〈坂本・新開地区〉昭和の終わり頃？（左）、現在（右）
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と教えてくださる方もいました。

　現在の写真に戻るのです
が、［fig.⑥］おそらく赤の点
線部分から上がかさあげして
いるところになるので、証言
の中に5.5mぐらいかさあげし
たところと言っていたのが、
この部分にあたるのかなと思
います。手前の右下の私が
立っているところが、撮影者
の東儀一郎氏が立ったんだ
ろうなというところです。
　この時点で5.5m近くかさ
あげされているということなん
ですけど、今回もこの辺はさ
らにかさあげされることになっ

たみたいで、それがどの程度かはまだ分からないのですが、かさ上げばかりが最善の策
なんだろうかと個人的にここを見ながら思うこともありました。ほかにもかさあげ予定地で、
さら地になっていく地域が多くて、毎回行くたびに人けが少なくなって少しずつ変わってい
く景色が切ない部分でもあります。
 
　次がこの写真です。［fig.⑦］どちらも同じ、稚児さん行列という行事の日です。ここは
くま川ワイワイパークといって大きな公園になっています。何となくここに立っていたんだろ
うなという予想で、山や地形の形だったりカメラの画角を調整して少しずつ位置を変えな
がら探っていったんですけど、撮影者の見えない足跡を追っていくようなところがおもしろ
く感じました。
　この付箋には、「潜水橋（水がでたときは沈む）と呼んでいました」と書いてあります。
［fig.⑧］坂本町に、潜水橋は2カ所あっただろうという話で、そのうちの1カ所ですがダ
ムが撤去されたときに一緒に撤去されているので、今は右の写真の手前コンクリートのと
ころから対岸に続いていただろうと予測される場所です。左の写真もコンクリートで造られ
てはいるのですが、それよりももっと昔は大きな石ころを積んだだけの橋で大雨が降ると橋
も流されていくので、毎回、石を積み替えていたんだよというお話が印象的でした。
 
　これはちょっと画角が違うのですが、船渡しで対岸から手前にある駅に渡ってくる女性
の写真です。［fig.⑨］これはその後、本人が分かりドネーションブックには通勤する様子
と書いていたのですが、実際には田上小学校の閉校式に向かうときだったというお話を
伺っています。この写真の袋には昭和61年4月30日とあったのでそう書いたのですが、
おそらく現像に出した日だったのかなというのと、閉校式といっても実際に田上小学校を
含め坂本にあった八つの小学校は2003年に八竜小学校として一つに合併されているの
で、その閉校式ではなく昭和60年代に旧校舎が新校舎になったタイミングでの閉校式
だったのかなという、まだ曖昧なところがあるのでもう少し調べていく必要があると思いま
す。この写真の方は私が当初からいろいろ相談させてもらっている坂本の方の友達のお
母さんだったということで、お父さんも展示に来てくださっていたようです。私のタイミング
が合わずにお話しできなかったこともあって、まだ分からない部分もあらためてお話を伺い
たいと思っています。

fig.⑥

fig.⑦：同じ場所の比較　昭和の終わり頃？（左）、現在〈くま川ワイワイパーク〉（右）

fig.⑧：同じ場所の比較　〈荒瀬から坂本に架かっていた潜水橋〉昭和の終わり頃？（左）、現在（右）

fig.⑨：同じ場所の比較　〈瀬戸石地区〉昭和61年（左）、現在（右）
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　これは友恵屋旅館にあったとされる祠です。［fig.⑩］今は場所を変えてあるそうなんで
すが、この辺は水源があったといわれていて、その水源のおかげで水害の復旧も早かっ
たというお話がありました。でも私が実際にここを訪ねたときには水源が分かりづらかった
ので聞き込みをしたら、裏山の中に水源があったかもしれないという話があったりとか、そ
こにお地蔵様をまつっていたのだよという話を聞けたので、もう少しここも深めていく必要
を感じました。

　熊本は割と水源地があって、私が住んでいる水俣の袋も海のすぐ近くに水源があるん
ですけど、ところどころ水が出ています。熊本地震のときにも熊本らしいなと思ったのは、
水道や電気が止まったりすると情報がSNS上で拡散されると思うんですが、その中にう
ちは水が出ていますみたいな情報が結構あって、水は豊富だと思います。そんなところ
が熊本らしいなと思いました。ちょうど右の写真の裏手が小さな山になっています。おそ
らくそこは神社から上がれるだろうという話で、その中にあるんじゃないかということだった
ので、まだ臆測の部分ですがそこは調べてみたいと思っています。

　友恵屋旅館は、現在はなくて、おそらくこの2軒分のところにあったとされています。
［fig.⑪］真ん中にあるのが今現在、祠が移動された場所ですが、これも昔の写真を見
て旅館の写真が出てこないかなと思っているところです。

 　これも撮影場所を特定しました。［fig.⑫］川に浸かっている写真は個人的に印象深く
てすごく好きな写真でもあるんですけど、この写真からここの位置でこのぐらいで撮った
んだろうなという場所です。この前初めてこの川のすぐそばまで下りていきました。今は、
簡単に下りられるような場所ではなくて、コンクリートで固められたような壁を上り下りしない
といけなかったんですが、20～ 30m上に集落が見えるような土地です。この頃は川と
人の暮らしがすごく近かったのですが、今は切り離されたというか人と川はまったく別 に々
生存しているんだなということを、川に下りながら思いました。

　これも場所時代は同じですが、おそらくここから撮っただろうというところです。［fig.⑬］
背景の左のほうに見える家が、この船頭さんのおうちだっただろうというところです。今の
写真の左中央にV字になっている石畳の坂があって。おそらくこの上に家が建っている
のだろうなと。展示を見に来た、静かなご姉妹がいて、その方がとつとつと「この家が
船頭さんの家で、その横に私たちの家があったんですよ」なんて話をされていたんです
ね。ちょっと切れてしまって写ってはいないんだけど、船頭さんのところに道があったから

ここを通って遊びに行ったりしていてというお話をされていたのが、印象深かったんです。
　ダムが撤去されてかさが下がったときに、私たちの家の土台が出てきたの、とその方た
ちがおっしゃっていました。あれば土台を見てみたいなと思い、対岸に渡って見に行きま
した。
　これがおそらく土台だろうなと。［fig.⑭］これはさっき見た坂のちょうど左ぐらいの位置に
あった土台で、こんなに狭いところに住んでいたのだろうなと姉妹の方がおっしゃったんで
すけど、本当に一間、二間ぐらいの小さなおうちかなという印象でした。
　土台と聞いて足の高さぐらいのものを私は想像していたのですが、この土台自体は身
長よりも随分高い2mぐらいありそうな土台でした。それで、川岸にあって昔から大水が
来ていたからこういう造りをしていたのかなと思っていたんですけど、この周辺の家もやは
り同じような土台が出てきていて高さが気になりました。それが何かなと歩いていたら、す

fig.⑩：同じ場所の比較　〈友恵屋旅館の祠〉昭和60年代？（左）、現在（右）

fig.⑪

fig.⑫

fig.⑬
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ぐ脇に、1階部分がおそらくぜんぶ倉庫になっていて、玄関口が2階にあたるような高さ
にある家を見つけました。おそらくこういう家の造りをしていたんじゃないかと思います。こ
の地区に建築に詳しい方がいるらしく、一回訪ねてみたいなと思ったところでした。

　これが引いたところですが、［fig.⑮］右側のちょっと切れているところが破れ破木という
本村さんがいた地区で、左側がさっき見ていた土台があった地域です。下のさっき土台
の坂を上がった辺りにうっすらと道のようなものが見え、ここがかさ上げ前の住宅があった
高さだろうなと推測しています。
　今回はこんな感じで、場所と人が分かったところをできるだけたどっていきました。今
後、坂本の集落の人に会っていくと数珠つなぎにどんどん分かっていくと思います。少し
ずつではあるのですが、通いながら深めていきたいと思っています。以上、今回は坂本
町を実際に歩いてみたことをおまとめしてお送りしました。

─

事務局│ありがとうございます。女性が2人、男性が2人で写っている写真は、私の実
家にあった両親のアルバムの中に、あんな雰囲気の写真があって。今母が85歳なので
すが、そんな世代の人たちですかね。すごく似た雰囲気です。

豊田│そうですね。おそらく80代後半から90代ぐらいの方。あと、さっきの4人の写真
の中のうち2人がご夫婦になられているという話がありました。

事務局│生き生きとした、いい写真だなという感じがしますね。

豊田│撮影者の本村さんはどんな人だったか聞いていくと、ものすごくおとなしい方で
人付き合いもそんなに広くはなく狭いほうで、あまり自分が前に出ていくようなタイプではな
かったとは言うんだけども、多く人を撮っている。すごく気になったというか。やっぱりカメ
ラを見返している人たちの柔らかい視線にも気になるところがあって、もっと人物に直接
会ってみたいなと。

事務局│本村さんはお元気なんですか。

豊田│今もご存命なのですが、なかなか会うことができずにいるところがあります。

事務局│あまり人付き合いが活発でなかったけれども、写っている方々が優しいまなざし
でこちらを見返しているとか、写っている方々の関係性まで反映しているような写真だと
か、すごくいい写真だなと思います。不思議なのか、逆に納得できるのかよく分からない
けど、人付き合いが活発じゃなかったということが逆にいいなと私は思いました。風景の
変遷を見ていくのはつらいところもあったり、面白いところもあったり複雑ですけれども。

瀧本│写真を見ていて、沈下橋とかも昔から水害と一緒に暮らしていたというか。前回
の豊田さんのお話でも、昔は川がすごく近かったという話をされていたと聞きましたが、
川のそばを歩く子どもたちの姿とか幸せそうで。今は高くなって安全にはなったのかもしれ
ないけど、大きなものをなくしたような気持ちになりましたね。

事務局│付箋に書かれていましたが、1年に1回は水をかぶっていたということですか。

豊田│そうですね。お水が来ていたので、土台の写真も、水が来たときのために2階
部分に玄関があったのかなと思ったり。年1回浸かるとされていた部分のおうちに一回上
がらせてもらったときに、昔は土間があって土間から一段上がったところに部屋があった
と思うのですが、土間の部分がすごく高くなっていたのが印象的でした。身長分ぐらい
まではいかないかもしれないけど、そのぐらいは高くなっていて、それがなぜかというと毎
年浸かるから上げていたんだという話がありました。なので水害の前には大水とか洪水と
いう呼ばれ方をしていたところは、そういう違いがあるんでしょうけど、昔からあふれてい
たんだと思います。
　あふれていたときに、濁流のすぐ横の岩の陰の、水の流れが止まるところに魚は逃げ
ていくんですよね。そこを網ですくうと魚が、一気にバケツ1杯ぐらい捕れちゃうわけで
す。それを濁りすくいといって、今回の水害でもまさかのまさかで本当にすくいに行ってい
る人がいたという話があったりとか、まさかこんなときまでいるのかと思いながら。複雑で
すごく危なっかしいんだけど、でもやっぱり魚は捕りに行っちゃうんだという、その景色を
見てしまったときにふと笑ってしまう自分がいたとおっしゃっておられました。

瀧本│今のちゃんとした橋だと流されちゃったら、例えば県や国がいつ直してくれるんだ
ろうみたいな待つ生活になっちゃうじゃないですか。でも昔だったら船頭さんがいたから
流れちゃっても次の日から何とか渡れるわけですよね。そう考えると自然としなやかに付き
合っていたというか、こういうもんだからしょうがないやみたいな諦めじゃないですけれど
も、何とかやっていくしかないみたいな、前向きな気持ちも見えてきますよね。

豊田│実際に坂本の橋は今回、ほとんどが流れてしまってなくなったんです。荒瀬ダム
という撤去したダムのちょっと上に、もう一つダムがあるんですが、それがあったから今回
もひどくなったんじゃないかという話はあって。ただ撤去するにも橋がないのが問題だそう
です。橋を渡れなくなってしまうから、ダムが橋の役目をしているので、それでどうしても
ダムがないといけないんだという話はあります。川を渡るというか、橋というのは車社会に
なってしまった今では大事ということを感じました。

事務局│複雑ですね。

豊田│とても複雑ですね。

参加者1│昔の写真と今の場所で、私は山の形が気になって見ていました。ここだとい

fig.⑭ fig.⑮
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う場所の決め方、探し方はどうされていたのでしょうか。

豊田│証言を聞いたときに、おそらくこの辺だろうと思いながら聞いているので、行って
みるとだいたい山の形が似ていたり。あとは山はどんどん重なっていくと思うんですよ。そ
の重なり方の度合いによって、この角度だともうちょっとこちら側じゃないかなとか、かさ上
げしていても道路の位置はあまり変わらない場所もあって、おそらくここからこのぐらいの
画角で撮っているんだろうということですね。
　カメラの話になってしまうのですが、おそらく本村さんは二眼レフという上からのぞくタイ
プのカメラを使っていて。二眼レフはこれですね。［fig.⑯］
 
　昔の方は標準レンズ一本で、レンズの画角が固定されたカメラだろうという予想がつく
ので、おそらくではあるのですが、標準レンズでこのくらいの画角で撮っているなら、この
カメラで撮った場合、この位置でこの角度で撮っているのかなという想像ができます。
　もう一人のカラー写真は東さんの写真ですが、難しかったのは、画角を決めるときに標
準レンズだと入らないし、これだと遠いなというところがありました。少し探っていったとき
に、おそらくこの角度だろう、この画角だろうというところが判明できたのですが、昭和後
半の方なのでカメラも二眼レフよりは多少進歩してズームレンズがあったと思うんですよ。
ズームレンズで撮った場合、この画角だったら、このミリ数でこの角度が入るから、たぶ
んここだなというところを決めたり、そういうのをいろいろ見ていきました。

参加者1│景色だけではなくて、カメラの流れというか時代性みたいなものも加味されて、
この画角というのを選びだしたんですね。

豊田│そうですね。まだきっちりとはできていないと思うんですが、そのような感じでしてい
ます。

参加者1│建物の家の構造というんですか。水が出るところだから1階部分を倉庫にし
ているとか、そういうのも聞いていてすごく興味深かったです。ありがとうございました。

事務局│水が出て当然みたいな、だからきっと水害の害という言い方ではないんでしょう
ね。水害と言っちゃうと、そこに被害があるというふうになってしまいますけれども、大水
が出たよと言っているともしかしたら被害はなかったり、ラッキーといって魚を捕っている人
がいるみたいな、もっと違う付き合い方があったんだろうなという感じがしますね。

豊田│『球磨川物語』という本があります。その本の中には川だけではなくて対岸に熊
本の場合は天草という島が点 と々あるんですけど、その島の人たちが漁に出たときにお
そらく球磨川の水が出たなという合図がわかる。球磨川が流れるところは不知火海といっ
て水俣病が起きた不知火海と一緒なんですけど、内海というか九州の真ん中にある海な
ので水が出ていくところが少ないんですね。なので球磨川の水が出たら対岸の人に見え
て、その水によって汚れているようにも見えているけれど水の中は潤うというか、プランクト
ンが海に注いで循環する。だから球磨川というけれども、山もつながっているし海もつな
がっているので、周辺の漁師村の話も聞いていくと面白いと思いました。

事務局│そういうつながりは面白いですね。結局、山の豊かさというか、氾濫だったの
かもしれないけど、大きな水が出ることによってその力で栄養分や山の腐葉土が海に運
ばれて海の豊かさになっていくみたいな、きっと循環というかつながりがあったんでしょう
ね。たぶん漁師さんもみんな知っていたんでしょうね。山から水が出れば汚れているわけ

ではないけれども、泥で水が濁ったりするでしょうし、どんなふうに水が動いていくのかもよ
く分かっていたんだろうななんて、今伺っていて思いました。護岸して、かさ上げしちゃっ
てもったいないですよね。

豊田│今回も砂利が川底にたまって水位がどうしても上がってしまってということが考えら
れるので、その砂利を撤去していく作業もあります。でも、見ていてどうなんだろうかとい
う不思議な感じと、球磨川の漁協から、工事をするのはいいけども魚の隠れ場がないだ
ろうということで、魚のすみかになる岩を置いてほしいと要望していたみたいなんですね。
私が球磨川に行ったときに、砂面にぽつんぽつんと、遠くから見れば小さい岩が置いて
あるように見えたんですけど、それは工事の目印かなと思って知り合いの人に聞いたら、
それが漁協の要望に応えた魚の隠れ家の対策ですとおっしゃっていて、おそらく大水が
出たら一発で流れるだろうなという対策をされていて。
　工事をする人と川の暮らしをする人があまりにも交わらなさ過ぎて共有ができていないと
いうか、その視点で考えられているのかなということは少し疑問に思った部分があって、
毎回通りがてら工事を見ていても複雑なところはあります。

事務局│もうちょっと昔の人の知恵を聞いてくれればいいのにね。

豊田│そうですね。昔の人と、いまだに川で暮らす人がいるので、そういう人たちの声を
しっかり聞いてくれればと思うんですけど、なかなか反映されていないのかなと思います。

事務局│このあいだテレビで古い番組の再放送を見ていたら、球磨川のもっと下流のほ
うの漁の話をしていました。ヤマセミという大きな鳥が、川の近くに住んでいて川で漁を
している人のところにお裾分けをもらいに来るんです。ヤマセミは網をかける場所によく止
まるんですって。そうすると、漁師さんは自分たちの漁の時期が終わっても、それをヤマ
セミのために残しておいているんだよみたいな話が出てきていて、見ているものが本当に
違ったんだろうなという感じがしました。

豊田│今回、私の目では難し過ぎて建物と人にスポットを当てた話をしました。でもドネー
ションブックの表紙にした岩があるんですけど、坂本の人たちから見ると、これはどこどこ
の岩というのがすぐにわかるんですよ。これを水位の目安にしていたりとか、ここまで来た
から危ないねということを話していたりとか、毎回ここに鳥が止まるところを、ずっと写真に
撮ったりしているんですね。坂本町のモヤがかかったときの風景と、岩に止まった鳥の写
真が一番多くて。こういう岩だったりの形も反映されないまま、今、岩を削り取ろうとして
いる。私が何か言えるようなあれではないですけど、とても複雑さは感じますね。

事務局│展示から今日までのあいだで、どなたかお話を伺った方はいらっしゃるんですか。

豊田│展示されていた中の方は、まだお話はできていないんですけれども、聞き取りとい
うことでその近辺で会った人に少しずつ話を聞いています。またそこから気になる方は時
間を取っていただいて、昔の話をゆっくり聞かせてもらいたいなと思っています。

fig.⑯
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●コンタクトシートとは何か

　今回は、コンタクトシートや記録の残し方についてお話ししたいと思います。今はデジ
タルが普及して、コンタクトシートと言っても知らない方が多いのかなと思います。デジタ
ルカメラだと画面やPCで、その日に撮ったものをすぐに見ることができます。でも、フィル
ムで現像したときは反転画像なので何が写っているのか細かいところまでは分からない。
写真としてどういうふうに見えているか分からないところがあるので、初めに作るのがコン
タクトシートです。
　コンタクトシートを見ていくと、そこからいろいろ情報を読み取ることはできるのですが、
一番の目的はまず写真に何が写っているかを確認するためのものです。［fig.①］

　ただ、コンタクトシートはこのサイズなので小さくてピントや表情までは分からないので、
これから目星を付けて、プリントしたいなと思う画像に、ダーマトという赤いクレヨンのような
鉛筆で印を付けていきます（人によって方法は異なりますので、ここで紹介するのはあく
まで私個人の方法です）。
　昔であれば、手札判というカードサイズぐらいの小さめのプリントを作ったり。私は基本
的に六つ切りと言ってA4に近いプリントを基準にするので、そのサイズに一回ぜんぶ焼き
出してセレクトしていくのですが、そのくらいの大きさにしてやっと写真の細部がわかるよう
に思います。写真を始めた頃は、とにかく写真を大きく伸ばしなさいとよく言われました。
大きくして細部を見たときにちゃんと写真として魅力を保てるかどうか。
　今はデジタルで大判印刷も手軽で安いので、それをインスタレーションにする手法も増
えているのですが、これは昔からある手法というかつくり方ですね。コンタクトそのものは
粗選びの基本に必要なものなので、何度も飽きるほど見返して、自分がどんなことを見て
きたか、どんなことを考えながら撮ってきたかを考えながら選ぶ作業をします。
　「撮っているときに、どんなことを考えながら撮っていますか」とたまに聞く方がおられま
す。どういうことを撮ろうというのを自分の中で最初に考えたりもしますが、そこに居合わ
せたときに今の瞬間だなとファインダーの中を見ながら考えていくのですが、正直、撮っ
ているときはあまり記憶になくて。撮った後に「こんなものを撮ったか」ということも多いで
す。それをあらためて考えていく意味でもコンタクトを何回も見返しています。人によって
は数年間寝かせて、撮ったことも忘れるぐらいにして新鮮な気持ちで選ぶという話も聞い
たことがありますが、それぐらい写真を選ぶときに何回も見るものです。
　逆に、人のコンタクトを見ることに関して言うと、より情報が増えるように思います。写
真1枚にもたくさんの言葉や情報が含まれていて、それだけでももちろん読み取れること
はあるけれども、コンタクトを見ていくと時系列もそうですし、背景や対象への関わり方、

考え方などいろいろ考察できることが増えます。
　コンタクトがどういうものかを今日は見ていただけたらなと思うので、『あめつちのことづ
て』で写真の中で選んだ写真を紹介していきたいと思います。

●コンタクトシートを見ながら

　『あめつちのことづて』というタイトルを選んだときにイメージしていた写真のコンタクトシー
トがこちらです。［fig.②］だいたいA4サイズの一回り大きいぐらい、写真では四つ切り

fig.②：コンタクトシート

第7回│2022年3月12日（金）15:00〜17:00

コンタクトシートなどについて
─フィールドワーク、リサーチでの気づきの残し方

fig.①：Zoomのスクリーンショットより
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と言うのですが、その大きさに焼いていきま
す。下まで見ていくと、36コマ分あります。
撮影を始めた当初からこのイメージがすご
く強くて、この田んぼでどんなふうに撮れる
かなという模索をしていて。2016年にもタイ
トルに選んだカットと同じものを撮ったのです
が、そのときは耕運機を押しているところを
撮りました。
　何かしっくり来ないなと思って毎年撮りに
通っていたのですが、この年は「昔はこうし
て代掻きをしていてね」と、昔使っていた板
を出してきて引いて見せてくれて、そのとき
に撮った写真を選びました。
　何枚も同じようなカットで撮っているのは、
フィルムの露出を変えたりして何度も撮ってい
ます。

　これは、いじわら編みの作業です。［fig.

③］このときは特にこれを撮ろうと思って行っ
たわけではなく、いつものような感じでふらふ
らと歩いていると車庫の中の作業スペース
で作業をしていたので、そこにお邪魔して
話しながら撮っていました。同じようなカット
を何回も撮っているので、どれがいいかなと
いう。ぶれの加減、人の表情の加減、全
体を入れたらいいのか、手元だけがいいの
か、どういうふうに伝わるかを考えながら選
んでいます。
　コンタクトは人によるのですが、すごく丁
寧につくる人もいますし、とりあえず見られれ
ばというところでつくる人もいます。私はどち
らかというと後者のほうで、とにかく一回見
られればいいかなというところでつくっていま
す。一番安く買える印画紙を買って、多少
明るかったり暗かったりするのはあまり気にし
ていません。後ろのほうが暗いので見づら
いかもしれないですけれども、几帳面な人は
きれいに並んでいて、露出も少しずつ変え
たりしているので、かなり性格が出る部分で
もあります。
　それから、私の場合は一番上のところに
撮った年月日とか、撮影場所、カメラとフィル
ムの種類、現像液と現像液の希釈する比
率や何分でするということをぜんぶ書いてい
ます。169-2という番号は黒岩で撮り始めて
163本目のフィルムということです。

　これは茶摘みの写真です。［fig.④］こんな感じで、撮ったのは真ん中にある右から2
番目のカットです。この一連を見ていくと茶摘みをしているところから全景でどんな所で茶
摘みをしているか、あとは休憩に入っていく段階を撮っていたりするので、それで時間の
流れが分かったり、距離感が分かったり。あと、ポートレートを撮ると一番わかるのが人
の表情の変わり方です。最初に抵抗があるなというところから、少しずつ慣れていったの
かなという表情の変化とかがすごく分かっていきます。
 
　これがイグサの株を分ける作業ですね。。［fig.⑤］この前聞いてちょっとショックだったの
ですが、年齢で体がかなわないのでこの作業は去年まででやめたということでした。
　これは2016年11月に撮ったものです。もう今年からはしないということで、今思うとす
ごく貴重な写真を撮らせてもらったなと思います。

　これは七夕の写真です。［fig.⑥］これまでも何回か紹介したような気がします。集合
写真と七夕を立てる写真。ちょっとこれも暗くて見えづらいですけれども、人の部分をこう
いう感じで明るめに焼いたり、空を暗く焼いたりいろいろなところがあるのですが、焼き加
減とかで、作家がどういうふうな写真に仕上げたいかという、思いの部分が見えたりしま
す。

　これは昔の話や水俣病のことを聞いて回っているときに、「手がしびれてね」という話
を聞いていたときに撮った写真です。［fig.⑦］2017年のこの時期の写真を使っているこ
とが多いのですが、この時期が一番撮影をしたり、調べたり、動いている時期だったの

fig.③

fig.⑤

fig.④
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で、道をたどっていったり、あとは1軒1軒
回って水俣病に関することを話してくれる人
に聞いたり。廃屋やお墓から何か写真を組
み合わせることで意味が含まれないかなと
思って試しているときでもあります。
　上に写っている手は「農作業で手が曲
がってね」とかと話しているときで、下の写
真は廃屋の画像を選んでいます。あと、フィ
ルムなので当然、現像のときに失敗もしてい
るので、下から2番目は露光のミスとかで色
が変わっているところです。

　さっき話したように水俣病のこともですが、
生活や時間の循環のことを大きく含ませた
かったので、この辺は石塔とかを撮ってい
ます。コンタクトシートの画像では分かりづら
いかもしれないのですが、昔の墓地や石塔
の跡を撮っていて、土葬の石組みを撮って
いたりします。ただ、最初は歩きながら引っ
掛かったことをどんどん撮っていったりもする
のですが、その後、実際にどういうものかと
か、本当にこれを選ぶのが適当なことかとい
う検討が必要だと思っています。そのときは
このお墓についてもどうしてこういう様式なの
かとか、その土地に根付くものを調べていく
ようなところで、いつごろから火葬になった
か。どうしてこういう形状をしているかを集
落の人に聞いていったり、民俗資料を調べ
ていくと出てきたりもするので、そういうことを
調べていきます。

　これも山の神様の綱をよるところですが、
今みたいに1枚1枚の写真の説明をする
と、ただ写真でしかないんですよね。［fig.

⑧］これも、ただ、しめ縄をよっている写真
でしかないけれども、写真には写っているも
のの記録性とは別に、声を発することがで
きるのではないかなとも思います。だから、
今の写真はしめ縄を締める手にすぎないけ
れども、しめ縄とより合わさるというキーワー
ド。それとおこなう数人の手の力強さのキー
ワードとかが組み合わさることでもっと別の言
語を発せられるのではないかと思い、いろい
ろな組み合わせを選んだり、そういう意味で
何回も何回も見て、写真をどう組んでいきた
いかということを自問するときに、何回も見る
ことをします。

　これは山の神様のときですね。［fig.⑨］こ
の祠が山の神様になるのですが、ここにし
め縄を掛けて、みんなでお神酒を頂きなが
らゆっくりする。この日はすごく霧が掛かった
日でしたけれども、光が差し込んでくるのが
幻想的なところもあって、毎年行ってはいる
のですが、この年の写真を使うことが一番
多いです。

　最後にどんどやの写真です。［fig.⑩］こ
れもさっきの写真と同様で、どんどやと説明
するとどんどやの写真でしかないのですが、
まだこういった集落や以前の暮らしや人が集
うところには中心に火がたかれたりして、身
を寄せ合う。現代は便利なようでこうしたコ
ミュニティーの在り方というか、そういうもの
が少しずつ変わっていて、いつもこういうとこ
ろに行くと考えさせられます。
　コンタクトを見ると1月10日。これが初め
てここで撮影した日でした。朝から御講さん
という先祖供養の行事があって、それが終
わった後、午後からどんどやをするのです
が、このコンタクトシートの前半に写っている
のが先祖供養の御講さんという行事です。
そういう時間の行程としても読み取れる。写
真から自由に読むことも必要ですけれども、
コンタクトは撮る側も見る側ももっと明確にし
てしまうところがあるので、とても貴重でもあ
るし、見せるときは性格もそうですし、写真
の裏側もぜんぶさらけ出してしまうような、嘘
をつけないところがあります。
　フィールドワーク自体は人類学の方たちと
同じようなというのか、実際を知らないので
分からないけれども、とにかく1週間たった
だけでもこれらのことは何を話したか、どう
いうことがあったかという細部をぜんぶ忘れ
てしまうので、私は毎回何をして、誰に会っ
て、撮影に行った日のことをすごく細かくノー
トに書いています。音声メモも必要なときは
とっているし、もう少ししてから今度は数人
で集まって昔語りをしてもらうことも考えてい
て、それは動画でもちゃんと残しておきたい
と考えているのですが、私の場合はあくまで
も写真を撮るためのメモなので。
　去年、裏側を知ってもらおうと思ってコンタ
クトシートや本を別に展示した機会があった

fig.⑥

fig.⑦

fig.⑧
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のですが、そういうことでもない限りはあまり表に出すことはないのかなと思っています。

事務局│もしかしたらコンタクトシートが適切なサイズなのかなと聞いていて思いました。
例えば1本のフィルムすべてを手札サイズに焼いてぜんぶ並べたからといって、コンタクト
シートみたいな役割をするかなと言ったら、視界に入る情報の質が違ってしまうのかなと
ちょっと思いました。だから、コンタクトシートのサイズ感や身体感覚がもしかしたらすごく
隣り合っている。だって理解しようと思ったら、手札サイズに焼いて並べることだってでき
るわけですよね。

豊田│そうですね。私は最初に粗選びしたら、六つ切りに焼いたり、セレクトするために
小さめのサイズに焼いて窓に張り出すこともします。そうやって眺めるのもいいんですけれ
ども、この1枚で見ると最初の流れなどがぜんぶ分かっていく。その中で選ぶときはちょっ
と違うなとは思います。

事務局│皆さん、いかがですか。私たちが若い頃はコンタクトシートとかがありましたけれ
ども。

参加者1│僕も学生の頃に授業でコンタクトシートについてやっていたので、そのへんの
ことはよく分かっているつもりです。僕はコンタクトシートが好きなのは、あのサイズの中に
自分の撮ろうと思ったことが一つコンパクトにまとまっていて、記録としていいなというのは
ありますね。

　作家がコンタクトシートを見せることは非常にデリケートな問題ということもすごく理解でき
ます。有名な写真家だと写真集にコンタクトシートが載ったりすることもあるけれど、それ
がその写真家の死後だったりするのは、例えば小説家がラブレターを公表されるに近い
恥ずかしさがもしかしたらあるのかなとも思いました。
　だけど見るほうとしては、コンタクトシートはすごく興味深いですね。何を選んだかという
のがわかるのと、前後の時間の流れみたいなもの、特にデジタルなカメラだと、どちらか
というとビデオに近い感覚で撮っているので枚数がすごく多い。だけれども、それは自分
が何を見たかという時間の記録としても見ることができると思うので、それはコンタクトシー
トにも共通しているのかなと思いました。

瀧本│私は日本画を描いていたので、コンタクトシートは、スケッチに近いのかなと思って
いたんです。作品を作るための。でも、随分違うなという感じがしました。最後に選ばれ
る作品の撮られる前後というか、行程が順を追って撮られていたりするので、もちろん似
ているところはあるんですけれども。
　写真というのはかなり機械に依存していると思っていたんですけれども、例えば正面を
向いている人よりも横を向いている人のほうを選んだんだなとか、ちゃんと撮れた写真のレ
イアウトみたいなものをほかと比較して、これが選ばれたんだなという心の動きみたいなも
のが流動的に見えてきて、面白いなと思いました。
　例えば空の色を暗く焼いたりするときにもいろいろ工夫されるとおっしゃっていたので、
版画にも近いのかなと思ったり。いろいろ変えると全然違う印象になるのかなと思ったの
で、おもしろいお話だと思いました。

事務局│絵描きさんのスケッチは完成に至るプロセスの中のリニアな手続きというか、ス
ケッチしてスケッチして本作に至るみたいな感じがありますけれども、写真の場合は1個1
個が独立して、完成度の高いものが隣同士になりながら別の情報を発している。分から
ないですが、今回の写真集にはこの写真を選んだけれども、展示のときはこっちの写真
を選ぶみたいなこともあるわけですよね。豊田さん。

豊田│そうですね。「あめつち」の元の写真ではこういう写真を選んでいるけれども、書
店でした展示は、裏側がわかる、雰囲気が伝わるような写真ということで、本編には入
れない写真を選びました。選ぶときの軸みたいなものが自分の中であって、その中で選ん
でいったりする。だから、この写真も入れたいけれども今はここに入れるべきかと悩んだと
きに外すものもあります。そのときの主旨や、選べる数によっても違うと思います。
　写真で分かりやすいものと思ったのですが、デジタルカメラだとレタッチとかがあると思
うんですよ。白黒写真だと焼き込みというのがあって。ユージン・スミスの写真でわかりや
すいものがあるのですが。たぶん実際の見え方は違うと思うんです。でも、空をすごく焼
き込んで、光を出して、2人の漁師の人の影を出すようなやり方をしている。逆に、焼き
方を変えればこの人たちの表情をもっと出すやり方もあっただろうし、このときにこの人はこ
う焼いたけれども、それは何を見せたかったからそういう焼き方をしたか。
　あとユージン・スミスの写真で言うと『楽園へのあゆみ』。子どもが2人、光のほうに
歩いていく写真があって、それは印刷物によって光の焼き方加減が全然違うんですよ
ね。おそらくユージン・スミスは光の中に入っていくところの「光」に別の意味を含ませ
描きたかったと思うんだけれども、ほかの印刷ではもっとそこを鮮明に見せるために焼き込
み過ぎて、光の中に入っていくというよりは、ただそこに通り抜けてしまうようなイメージに
なってしまっているとか。そういう焼き方もあって、写真もどういうふうに見せたいかで少し
ずつ焼き方が、その人の好みとかも変わるのかなと思います。

fig.⑨
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事務局│今はデジカメで撮ったらすぐにどう撮れ
たかなと見て、場合によってはそのままそこでデ
リートしてしまったりしますものね。意味も手続きも
まったく違うものになっている部分もあるような気が
します。

参加者2│撮ったけれども、作品としては使わな
いものがある。逆にそれがあるからほかの作品
が選ばれることもある。先ほどのスケッチみたいな
ものもそうかもしれないのですが、表に出ている
作品だけではなくて、写したことや出会ったことが
なければほかの作品だけで成立するものだった
かというと少し違うのかなと思います。
　選ばれなかった写真や撮られた写真というか、
これはたぶん言葉がないのですが。ただ、選ば
れなかっただけではなくて、撮ったこととか話を
伺ったことがすごく大切だなと思いました。あと時
間の経過というので、そのときに撮る中で石塔と
かいろいろなものの歴史とどう向き合うのかという
ことを考えられているなと思って。選ばないけれど
も出会うことの大切さをすごく考えさせられました
し、選ばないことの大切さというか。それを何と
言うのかは分からないし、別に言葉にしなくても
いいかもしれないですけれども。構図とか映える
という話ではないかもしれないですけれども、そう
いうものも含めて写真を撮られているんだなという
のを考えさせられました。
　あと個人的にやっていることと関連して、歴史
の中で若い人がいてとか行為として続いてきたも
のが、今は村などの共同体が閉じられる中で、
ある人の体があることがつらくなることでやめてい
く。自分も今農業をしている中でそういう家もあっ
たりするので、残されていくことと、ある人のある
体の具合というものが一つの歴史になっていくとい
うのは考えさせられました。

事務局│何か感じることはありますね。写真集でその行程の中から選ばれた1枚を見る
だけではなくて、少しずつ見る角度が変わりながら一つの事象を眺めている中にすごく奥
行き感があるような感じがして、デジカメとは違う面白さがあるなと思いました。

豊田│今年度のワークショップは今日で最後になりますが、今後も、先日お話しした、八
王子市堀之内の鈴木さんのことをもう少し取材していきたいと思っています。また、水俣
でも同時に新しいプロジェクトが動き始めています。これからもどんどん動いていきたいと
思っています。いつか機会があるときには、これらのことについてまたお話しできたらいい
なと思います。ありがとうございました。

fig.⑩
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■多摩の未来の地勢図  Cleaving Art Meetingとは
多摩地域を舞台に、地域の文化的、歴史的特性をふまえつつ
さまざまな人々が協働、連携するネットワークの基盤づくりを進
めます。
多摩地域は、東京 23区に比べて広大な面積を有し、多摩川
や奥多摩といった地理的な特徴、都心から放射線状に開発さ
れた電車網とそれに付随した宅地開発など多様な特性を有し
ています。
特に当地は高度経済成長期に大規模な人口流入があり、多
摩ニュータウンをはじめとした様 な々開発が都心への通勤者を
支えました。一方でその動きは多摩地域が持っていた農業地
としての基盤を根底から覆し、昼夜間人口比の高い比較的均
質な、いわば都心へ通勤する人たちを支える郊外地としての
性格を強くしました。
この歴史は、戦前から戦後、今日に至るまで、日本社会の現
代史を体現するような側面も有しています。特に、地方からの
大規模な人口流入、エネルギーや水資源の供給は、東京を取
り巻く近県にとどまらず、東北や甲信越、ひいては遠く日本の
隅 に々まで及ぶものであったと思われます。
今日、高度成長期に都心から郊外へ拡張した人口、あるいは
地方からの流入した人たちは核家族化―高齢化し街は短期
間で大変化の中にあります。
本事業では、プロジェクトの実施を通じ、多摩を日本の現代社
会を考えるための一つの象徴としてとらえ、そこにある諸課題
が照らし出す事象を通じ、私たち自身の暮らしを見つめ直すこ
とを試みます。
https://cleavingartmeeting.com/

■多摩の未来の地勢図をともに描く とは
プロジェクト「多摩の未来の地勢図 Cleaving Art Meeting」
の一環として実施した連続ワークショップです。2021年度は
フィールドワーク編、レクチャー編の二部構成で、フィールドワー
ク編では、地域で活動するために欠かせないフィールドワーク
とはどのようなものか理解を深めつつ、実践するために、写真
家・豊田有希さんの活動にみちびかれつつ、参加者が各自の
フィールドを探し、向き合うための立ち方、術（すべ）につい
て考えました。
レクチャー編では、出来事、物事の見方、取り組みに関する
認識を拡張することを意図し、水俣事件、ハンセン病、社会
的養護といったフィールドで活動する人 を々ゲストに迎え、話を
聞きディスカッションする場を設け、また、参加者がそれぞれの
フィールドでリサーチや制作に取り組みました。この取り組みは
ワークショップが終了した後も継続しています。

＊本事業は「東京アートポイント計画」として実施しています。
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