
Title Interface humanities 01

Author(s)

Citation

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/12950

rights (c) 大阪大学21世紀COEプログラム インターフェイス
の人文学 / Interface Humanities

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



InterfaceHumanities

01

冒険 ・きしみあ う知



Contents

2冒 険 ・きしみあう知

鷲田清 一

6創 刊特集1座 該会 人 文学の 知は越 境する

鷲田清 一 小 泉潤 ニ アンドリュー ・ガーストル

14創 刊特集2研 究 グループプ ロフィール

Interface

22海 外衛 星映 像配.信システム

前 迫孝 憲

24入 文学 におけ るデジタル ・メデ ィアの 本格的利用 にむけ て

圀 府寺 司

いま
現代を測る

26女 性 セ ンターで働 くとい うこ と

成 定洋 子

フィールドのざわめき

28画 面 に うつ らないアフガニスタン

景 平義 文

人文学のフロンティア

30う なる身体/う け とめる身体 一浪花節の聴衆をもとめて一

真 鍋昌 賢

32編 集f麦言己

z

6

4
1

2

1

2

24

26

28

30

32

AnAdventure:Collidingtheknowledges

KiyokazuWASHIDA

TransboundaryofHumanitiesknowledge

A.Gersde/J.Koizumi/K.Washida

ProfilesofResearchTeams

ImageDeliveringSyste皿viaSa【eliteCommunication

TakanoriMAESAKO

UseofDegitalMediumsinHumanities

TsukasaKdDERA

WorkinginWomen'sCenter

YokoNARISADA

Afghanistanoutofscreen

YoshifumiKAGEHIRA

Bodynarrated/Bodyperceived.

TheaudienceofNaniwa-bushiinpopularculturalsceneinJapan

MasayoshiMANABE

EditorialNote



磯1借㎞艫



イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学

?

《
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学
》
。
こ
の
言
葉
に
ふ
れ
て
、
「
?
」
と
首
を
か

し
げ
る
方
は
き
っ
と
多
い
で
し
ょ
う
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
は
技

術
系

の
言
葉
で

は
な
い
か
、
人
文
学

っ
て
そ
う
い
え
ば
昔
聞

い
た
よ
う
な
気
が
す

る
け
れ
ど
、

人
文
科
学
と
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う

…
…
と
。

「イ
ン
タ
1
フ
ェ
イ
ス
」
と
い
う
の
は
、
異
質
な
も
の
が
た
が
い
に
そ
の
界
面

(
11

顔
)
を
ふ
れ
あ
わ
せ
る
出
来
事
、
あ
る
い
は
そ
の
場
面
の
こ
と
で
す
。

こ
れ
に

対
し
て

「
人
文
学
」

は
、
文
系
と
理
系
、
人
文
科
学
と
社
会
科
学
が
い
ま
の

よ
う
に
画
然
と
区
別
さ
れ
る
以
前
、
い
や
そ
も
そ
も
科
学
と
教
養
が

「
専
門
」

と
い
う

一
線

で
区
別

さ
れ
る
以
前
の
、
歴
史
や
芸
術
、
思
想
や
慣
習
な
ど
文

化

の
さ
ま
ざ

ま
な
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
権
威
か
ら
自
由

に
問
い
、

究
め
る
作
法
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
新
奇
な
語
と
古
色
蒼
然
た
る
語
を
組
み
合
わ
せ
て
、
わ
た
し

た
ち
は
い
っ
た
い
何
を
は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
ご

説
明
い
た
し
ま
す
。

い
ま
、
社
会
は
な
ぜ

人
文
学
の
視
点
を
必
要
と
し
て
い
る
か

環
境
危
機
、
生
命
操
作
、
医
療
過
誤
、
介
護
問
題
、
食
品
の
安

全
、
教

育
崩
壊
、
家
族
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
空
洞
化
、
性
差
別
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
、

民
族
対
立
…
…
。
こ
れ
ら
現
代
社
会
が
抱
え
込
ん
だ
諸
問
題
は
、
も
は
や
か

つ
て
の
よ
う
に
政
治

・
経
済
レ
ベ
ル
だ
け
で
対
応
で
き
る
こ
と
が
ら
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

ま
た
特
定

の
地
域
や
国
家
に
限
定
し
て
処
理
し
う
る
問
題
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
小
手
先
の
制
度
改
革
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
環
境
、
生
ム叩
、
病
、
老
い
、
食
、
教
育
、
家
族
、
性
、
障
害
、
民
族
に

つ
い
て
の
わ
た
し
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
方

(フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
)
そ
の
も

の
を

そ
の
根
も
と
か
ら
洗
い
な
お
す
こ
と
を
迫
る
も
の
で
す
。

い
い
か
え
ま
す
と
、

わ
た
し
た
ち
の
社
会
と
文
化
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
か
た
ち
、
そ
れ
が
い
ま
あ

ら
た
め
て
問
い
た
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
生
命

技
術

ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
再
生
医
療
な
ど
そ
こ
か
ら
開
け
る
技
術
的
な
可
能
性
と
と

も
に
、
そ
も
そ
も
生
命
を
操
作
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
の
か

許
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
と
き

「い
の
ち
の
尊
厳
」
や
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
策
が
講
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
が
、
問
わ
れ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
生
命
倫
理
と
よ
ば
れ
る
議
論
で
す
が
、
そ
れ
は
し

か
し
現
在
の
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
も
急
速
に
進
化
す
る
そ
の
技
術
と
そ
れ
が
ひ

き
お
こ
す
事
態
に
、
ル
ー
ル
や
手
続
き
へ
の
問
い
と
い
う
か
た
ち
で
、
後
追
い
的

に
、
あ
る
い
は
防
波
堤
と
し
て
、
対
処
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た

ち
に
い
ま
も
っ
と
必
要
な
の
は
、
先
端
的
な
生
命
技
術
が
開
く
未
曾
有

の
事
態

を
前
に
し
て
、
そ
の
是
非
を
正
し
く
判
断
で
き
る
視
点
を
手
に
入
れ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
と
く
に
必
要
な
の
は
、
歴
史
と
異
文
化
を
じ
っ
く
り

参

照
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
自
由
に
考
え
て
い

る
よ
う
で
、
じ
つ
は
ひ
と
つ
の
時
代
に
支

配
的
な
考
え
方
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
か
ら
で
す
。

狭
い
洞
窟

の
な
か
で
わ
い
わ
い
議
論
し
て
い
る
こ
と
が

多

い
か
ら
で
す
。

「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
た
と
え
ば
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
代

に

「
い
の
ち
」

が
ど
の
よ
う
に
た
い
せ
つ
に
、
あ
る
い
は
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
れ
て

き
た
か
を
知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
別
の
地
域
で
は

「
い
の
ち
」
が
ど
う

理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

「い
の
ち
」
の
歓
び
と
苦

し
み
が
、
絵
や
音
楽
や
舞
踊
や
文
芸
の
か
た
ち
で
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
き

た
か
も
知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

誕
生
や
育
児
や
看
病
や
介
護
や
葬
送

の
習
俗
が
、
ど
の
よ
う
な

「
い
の
ち
」
の
思
想
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い

た
か
を
知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
、
歴
史
学
や
民
俗
学
の
、
社

会
学
や
人
類
学
の
、
美
学
や
文
学
の
、
哲
学
や
宗
教
学
の
仕
事
で
す
。

つ
ま
り
、

人
文

・
社
会
科
学
の
仕
事

で
す
。
そ
う
い
う
過
去
の

「い
の
ち
」
の
習
俗
、
他

の
文
化
の

「
い
の
ち
」

の
知
を
検
証
す
る
な
か
で
は
じ
め
て
、
わ
た
し
た
ち
は

現
在

の
生
命
技
術
の
可
能
性
と
問
題
性
と
を
正
確
に
見
究
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

人
文
学
の
精
神

現
代
の
人
文

・
社
会
科
学
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
領
域
で
も
の
す
ご
く
精
密
な
分
析
を
重
ね
て
き

ま
し
た
。

な
の
に
そ
れ
が
、

現
代

社
会
が
抱
え

込
ん
だ
困
難
な

問
題
に
う

ま
く
発
言
で
き
て
い
な
い
の
は

ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
現
代

の
学
問
研
究
が
い
わ
ゆ
る
縦
割

り
の
制
度
の
な
か
に
陥
没
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

た
と
え
ば
、
哲
学
の
合
理
的

な
推
論
と
歴
史
学
の
実
証
的
な
知
識
と
が
遊
離
し
て
い
ま
す
。

英
国
史
、
ア

ジ
ア
史
、
ア
フ
リ
カ
史
と
い
う
ふ
う
に
、
あ

る
い
は
仏
文
学
、
国
文
学
、
イ
ン

ド
文

学
と
い
う
ふ
う
に
、
研
究

が
地
域
や
言
語
圏
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。
人
文

・
社
会
科
学
は
こ
う
し
た
陥
没
か
ら
抜
け
出
て
、
歴
史
を
、

あ
る
い
は
異
な
る
文
化

の
あ
い
だ
を
、
自
由
に
行
き
来
し
な
が
ら
、
と
き
に
方

法
に
さ
え
囚
わ
れ
ず
、
た
だ
ご
と
が
ら
に
の
み
従
う
よ
う
な
視
点
を
紡
ぎ
だ
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

か
つ
て
教
会
の
権
威
に
も
権
力
者
の
権
威
に

も
屈
せ
ず
に
思
考
の
自
由
を
謳
っ
た

《
人
文
学
》
の
よ
う
に
。

そ
う
、
《
人
文
学
》
と
は
精
密
で
深
い
教
養
の
こ
と
な
の
で
す
。

人
文

・
社

会
科
学
者
の
み
な
ら
ず
自
然
科
学
者
す
ら
も
が
、
そ
の
知

的
い
と
な
み
の
底
に

湛
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
養

の
こ
と
な
の
で
す
。

別
の
言
葉
で
い
え
ば
、

過
去
の
人
び
と
、
他

の
地
域
の
人
び
と
の
ほ
う
か
ら
自
分
を
見

る
こ
と
の
で
き

る
、
そ
う
い
う
感
受
性
を
も
っ
た
知
の
こ
と
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
《イ
ン
タ
ー
フ
ェ

イ
ス
》
の
視
点
は
、
そ
の
延
長
線
上
に
浮
上
し
て
き
ま
す
。
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イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
視
点

意
外
に
お
も
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「ひ
と
つ
」

の
文
化
な
ど

と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「ひ
と
つ
」

の
文
化
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
契

機
が
折
り
重
な
り
あ
い
、
か
た
ち
も
さ
だ
か
で
は
な
い

複
数
の
流
動
的
な
文
化
が
接
触
し
、
摩
擦
や
軋
轢
を
生
み
だ
し
な
が
ら

た
が
い
に
深
く
越
境
し
、
侵
蝕
し
あ
う
な
か
で
複
雑

に
生
成
し
て
き
た

も
の
で
す
し
、
ま
た
さ
ら
に
別
の
も
の
へ
と
生
成
し
て
い
き
ま
す
。
文
化

は
い
つ
も
そ
の
よ
う
な
錯
綜
の
な
か
に
あ
り
、
と
り
わ
け
住
民
や
物
品
、

情
報
の
移
動
が

一
気
に
加
速
し
た
現
代
の
よ
う
な
時
代
に
は
、
文
化
を

考
え
る
に
も
、
こ
う
し
た
複
数

の
も
の
の
錯
綜
、
つ
ま
り
は

《
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
》
の
視
点
を
欠
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
何
も
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
や
地
域
の
内
部
で
も
、
民
族

間
、
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
「
官
」
と

「民
」
、
専
門
家
と

一
般
市
民
の
あ

い
だ
、
さ
ら
に
は
世
代
間
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
間
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
摩
擦

や
軋
轢
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
ど
ち
ら
側
に

「
正
義
」

が
あ
る
か
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
差
異
や
対
立

を
生
み
だ
し
て
い
る
場
の
構
造
そ
の
も
の
の
ほ
う
に
問
題
は
あ
り
ま
す
。

先
の
科
学
技
術
に
限
っ
て
も
そ
れ
は
い
え
る
の
で
、
科
学
技
術
は

一
方
で
、

市
民
の
生
活
の
隅
々
に
ま
で
多
く

の
利
益
と
恩
恵
を
も
た
ら
す
と
同
時

に
、
人
び
と
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
背
負

わ
せ
て
き

ま
し
た
が
、
当

の
科

学
技
術
が
現
代
で
は
高
度
に
専
門
化
し
て
い
る
が
た
め
に
、

一
般
の
市

民
に
は
そ
の
意
義
も
危
険
も
捉
え
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

他
方
、

専
門
家
の
ほ
う
は
、
専
門
領
域
で
は
き
わ
め
て
高
度
な
知
識
や
技
能
を

も
っ
て
は
い
て
も
、
専

門
以
外
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は

一
般
の
市
民
と
お

な
じ
く
素

人
と
い
っ
て
よ
い
の
で
、
彼
ら
も
ま
た
そ
れ
が
も
つ
社
会

的
影

響
に
つ
い
て
は
的
確
な
判
断
を
下
せ
ま
せ
ん
。
専
門
家
も
非
専
門
家
も

い
ず
れ
も
、
科
学
技
術
全
体

の
あ
り
方
を
見
渡
せ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
高
度
化
し
た
現
代
の
科
学
技
術
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
も

専
門
家
と
非
専

門
家
の

《
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
》
の
構
造
が
問
題
化
し
て

い
る
の
で
す
。

〈横
断
的
な
知
〉
と

〈臨
床
的
な
知
〉

こ
の
二
相
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
わ
た
し
た
ち
の
問
題
と
す
る

《
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
》
の
水
平
軸
と
垂
直
軸
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
の

軸
に
沿
っ
た

《
人
文
学
》
の
探
求
を
、
〈横
断
的
な
知
〉
と

く臨
床
的
な
知
V

と
い
う
ふ
う
に
表

現
し
て
い
ま
す
。

〈横
断
的
な
知
V
と
い
う
の
は
、
異

な
る
複
数
文
化
の
あ
い
だ
の
接
触
や
交
叉
や
軋
轢
を
国
家

・
地
域
横
断

的
に
と
ら
え
て
ゆ
く
も
の
で
、
〈臨
床
的
な
知
〉
と
は
、
文
化
の
諸
次

元
、

と
り
わ
け
研
究
者
と
問
題
発
生
の
現
場
、
専
門
家
と

一
般
市
民
と
を
架

橋
し
て
ゆ
く
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
知
を
核
と
す
る
も
の
へ
と

現
在
の
人
文

・
社
会
科
学
を
構
造
変
換
し
、
水
平

・
垂
直
そ
れ
ぞ
れ
の

軸
に
お
い
て
、
複
数
文
化
の
錯
綜
の
な
か
で
発
生
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
社

会
問
題
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
対
応
で
き
る
新
し
い
21
世
紀
型
の
《
人
文
学
》

を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
狙
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、

《イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
》
と
い
う

現
象
を
め
ぐ
っ

て
、
六
つ
の
モ
デ
ル
研
究
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

〈横
断
的
な
知
〉
の
モ
デ
ル
研
究
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
は

「
交
錯
す
る

世

界
」
と
銘
打
っ
て
、
過
去
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
中
央

で
起

こ
っ
た
も
っ
と

も
大
規
模
な

《
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
》

の
現
象
で
あ
る
①

ヲ
ル
ク
ロ
ー
ド
」

の
歴

史
を
対
象
と
し
ま
す
。

こ
れ
は
や
が
て

「
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」

と
呼
ば
れ
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
南
の
海
洋
文
化
の
生
成
へ
と
膨
ら
ん
で
い

き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
い
う
相
か
ら
世
界

史
の
記
述
そ
の
も
の
を
刷
新

し
よ
う
と
い
う
大
き
な
野
心
を
も
ち
、
高

校
で
の
歴
史
教
育
に
も
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
き
ま
す
。

そ
こ
か
ら

鵬血

、

a㎝

禅

H

餅
㎞
隷

駢

監

砌

h

岐

文

話尉黥㈱α

鯱磐鶉摸
鰥
甥

る

シ
ト

す

t
2

錯

脚
㎝

交

α
α

さ
ら
に
眼
を
現
代
の
た
だ
な
か
に
移
し
て
、
②

下

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ

テ
イ
研
究
」
グ
ル
ー
プ
が
、
現
代
の
環
太

平
洋
世
界
で
の
広
域
的
な
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
複
雑
な
生
成
過
程
を
構
造
的
に
分
析
し
ま
す
。
難

民

・
移

民
排
斥
、
民
族

紛
争
と
い
う

現
代
政
治
の
問
題
か
ら
N
G
O
や

ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
ま
で
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
現
代
世
界
が
内
蔵
す
る
も
っ
と
も
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

問
題
が
、
と
り
わ
け
こ
こ
で
は
相
互
摩
擦
や
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i

轍照嫐
躰
纛

る

メ
語

れ

イ
言

飜
衂

變

α
α

化改
学

術
双

芸
像

る
映

す
5

境

αp

越
α

ー

シ
ョ
ン
に
定
位
し
て
分
析
さ
れ
ま
す
。

つ
ぎ
に
、

「縫
合
さ
れ
る
日
本
」

と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
、
③

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

「
日
本
文
化
」
の

変
容
や
、
④

国
内
外
で
の
日
本
語
の
動
的
変
化

を
観
察
し
な
が
ら
、
日
本
を
軸
と
す
る
東

ア

ジ
ア
の
諸
文
化
の
横
断
と
越
境
の
過
程
を
分

析
し
ま
す
。

ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
な
ど
の
ポ
ピ
ユ

ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
か
ら

「記
憶
の
政
治
」
ま
で
、

現
代
日
本
文
化
を
め
ぐ
っ
て
鋭
角
的
な
分
析

を
し
て
き
た
研
究

者
た
ち
と
、
東

ア
ジ
ア
の

若
手
研
究
者
と
の
共
同
作
業
に
大
い
に
期
待
し

て
い
ま
す
。

第
三
に
、
「
越
境
す
る
芸
術
・文
化
」
で
は
、
芸
術
、
文
学
、

文

化
に
お
け
る
越
境
的
現
象
を
そ
の
モ
ビ
ィ
リ
テ
ィ

(動
態
)
に

お
い
て
捉
え
ま
す
。
た
ん
に
越
境

現
象
の
研
究
だ

け
で
は
な
く
、
研

究
領

域
や
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
枠

を
越
え
、
他
機
関
と
も
連

携
し
、
研

究

者
自

身
も
越

境
し
変
貌

し
よ
う

と
い
う

試
み
で
す
。
初
年
度
は

⑤

「
映
像
人
文
学
」
と
題
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
無
形
文
化
財
の
映
像
記

録
化
、
宝
塚
で
活
動
し
た
作
曲
家

ラ
ス
カ
の
作
品
蘇
演
、
国
際
デ
ザ
イ

ン
史

フ
ォ
ー
ラ
ム

「
画
像
と
文
字
」

で
始
動
し
ま
し
た
。

「ア
ジ
ア
に
お

け
る
近
代
演
劇
」
、
「
中
欧

・
東
欧
の
芸

術

・
文
化
」
な
ど
も
計
画
中

で
す
。
ま
た
、
C
O
E
全
グ
ル
ー
プ
共
通
の
企
画
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
教
育
、

画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
な
ど
も
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

〈臨
床

的
な
知

〉
の
モ
デ
ル
研
究
と
し
て
は
、

⑥

「臨

床
と
対
話
」

グ
ル
ー
プ
が
、
多
元
化
す
る
現
代
社
会
の
な
か
で
、
専

門
家

と
一般
市

民
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
世
代

間
な
ど
、
異

な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
圏
に
属
す
る
集

団
が
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ

に
理
解
し
あ
い
、
議
論
す
る
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
を
模
索

し
ま
す
。
裁
判
外
紛
争
処
理
の
方
法
論
か
ら
哲
学
的
討
議

の
技
法
論
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
や
サ
イ
エ
ン
ス
・
シ
ョ
ッ
プ

(ゴ
ミ
処
理
や
食
の
安
全

な
ど
市
民
生
活
の
な
か
に
発
生
し
て
い
る
科
学
技
術
上
の
問
題
に
、
市

民
の
要
請
に
応
じ
て
大
学
が
そ
の
つ
ど
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
み
つ
つ
対
応
す

る
仕

組
み
)
の
構
想

な
ど
、
現
代
社
会

が
必
要
と
す
る
専
門
家
と
非

専
門
家
を
つ
な
ぐ
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
式
が
さ
ま
ざ
ま
に
模

索
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
六
グ
ル
ー
プ
の
主
軸
メ
ン
バ
ー
が

「岐
路
に

立
つ
人
文
科
学
」

と

「文
化
の
翻
訳
」

い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
モ
デ
ル
研
究
の
成
果
を
す
り
合
わ
せ
て
、
そ
こ
か
ら

《
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

イ
ス
の
人
文
学
》

と
い
う
か
た
ち
で
、

21
世
紀

の
新
し
い
人
文
科

学
の

あ
り
方
を
提
案
し
ま
す
。

大
阪
大
学
の
人
文
学
研
究
の
大
き
な
飛
躍
に
、

だ
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

ど
う
か
ご
注

目
い
た
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　人

文
学
の
知
は
越
境
す
る

清
勃

田
廂

鷲
儁

×

二潤

ー

泉

欝

小

怯
X

ルトス一ガ
㍗礑

い
よ
い
よ
大
阪
大
学
21
世
紀
C
O
E
プ

ロ
グ
ラ
ム
「イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学
」

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
文
学
研
究
科
と

人
間
科
学
研
究
科
、
さ
ら
に
言
語
文
化

研
究
科
を
横
断
す
る
、
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
す
。
す
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
、
セ
ミ
ナ
ー
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ップ
な
ど
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ガ
ー
ス
ト

ル
教
授
を
ゲ
ス
ト
に
お
招
き
し
、
鷲
田
清

一教
授
と
小
泉
潤
二
教
授
を
ま
じ
え
て
、

人
文
学
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の

重
要
性
と
課
題
、
ま
た

「イ
ン
タ
ー
フ
ェ

イ
ス
の
人
文
学
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

異
質
な
も
の
と
の
遭
遇

鷲

田

哲
学
者

ニ
ー
チ
ェ
は
、
自
分
の
著

作
に

『悦

ば
し
き
知
識
』
と
い
う
表

題
を
つ
け
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。

ま
た
、
日
本
語
に
は
、
"
目
か
ら
う

ろ
こ

が
落
ち
る
"
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

つ

ま
り
、
知
る
こ
と
、
あ
る
い
は
学
問
す
る
こ
と
に
は
、

世
界
や
他
者
を
み
る
視
線

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
根
本
か

ら
変
え
る
ほ
ど
の
楽
し
さ
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

取

り
扱
う

テ
ー
マ
は
シ
リ
ア
ス
で
も
、
学
問
す
る
、
研

究
す
る
こ
と
自
体
は
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

今
日
の
座
談
会
で
は
、
そ
う
い
っ
た
研
究
の
楽

し
さ
、

面
白
さ
、
ス
リ
ル
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
お
話
し
で
き

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今

回

の
三
人

に
は
あ
る
共
通

項
が
あ
り
ま

す
。

ま
ず
、
ガ
ー
ス
ト
ル
先
生
の
ご
専
門
は
日
本
近
世
演

劇
、
ご
出
身
は
ア
メ
リ
カ
で
、
現
在
は
ロ
ン
ド
ン
大
学

で
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

小
泉
先
生
は
ア
メ

リ
カ
で
勉
強
さ
れ
て
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
主
な
フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
た
文
化
人
類
学
研
究
を
さ
れ
て
い
る
。
私

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
現
代
の
思
想
が
専
門
で
す
。

そ
れ

ぞ
れ
、
自
分
が
育
っ
た
文
化
と
は
全
然
違
う
異
文
化

の
研
究
を
し
て
い
る
こ
と
が
共
通
項
で
す
。

私
た
ち

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る

「
イ
ン
タ
1
フ
ェ
イ
ス
」

に
は
多
義

的
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
て
、

「複
数
文

化
の
接

点
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
の
意
味
で
は

三
人
と
も
、
ま
さ
に
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
に
立
っ
て
研

究
し
て
き
た
と
言
え
る
と
思
う

の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ

れ
が
現
在
の
研
究
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
か

ら
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
か
。

ガ
ー
ス
ト
ル

私
は
大
学

一
年
生
の
時
に
、
た
ま
た

ま
上
智
大
学
に
行

く
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
た
こ
と

が
大
き
な
き
っ
か
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
日
本
に
は
ま
っ

た
く
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

一
九
七

〇
年

の

八
月
末
に
日
本
に
来
て
、
日
本
語
や
日
本
文
化
に
つ

い
て
学
び
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
年
の
十

一
月
、
大

学
か
ら
徒

歩
十
分
の
市
谷

の
自
衛

隊
で
三
島

由
紀

夫
が
割
腹

自
決
し
、
鮮
烈
な
異
文

化
体
験
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
経
験
が
な
け
れ
ば
、
お

そ
ら
く
研
究
者
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

異
文
化
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
や
自
国
の

文
化
を
見
つ
め
な
お
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ド
ナ
ル
ド

・
キ
ー
ン
先
生
の
研
究

室
で
今
の
研
究
に
つ
な
が
る
近
松
の

「悲
劇
」

に
惹

か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
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一
九

七

〇

年

代

末

に
就

職

の
時

期

を

迎

え

ま

す

が
、

当

時

、

日
本

学

は
ブ
ー
ム
に
な
る

前

で
、
大

学

の
教

職

の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は

な
く

、

ま

た
ア
メ
リ
カ
が
不

景

気

だ

っ
た

の
で
、

一
時

は

一
般

企

業

へ
の
就

職

も

考

え

ま

し

た
。

た
ま

た
ま

オ
ー
ス
ト

ラ
リ

ア
国
立

大

学

に
就
職

し

ま
し

た
が
、

同
じ

英

語
圏

で
あ

っ
て
も
、

そ
こ
で
も
異

文

化

を
感

じ

ま
し

た
。

そ

れ
と

同
時

に
、

私

の
日

本

に
た
い
す

る
視

野
も

変

わ

っ
て
き

ま

し
た
。

と
い
う

の
も
、

オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
は

東

南

ア
ジ
ア
を

通

し
て
日
本

を

見

る
の
で
す

ね
。

そ
の
後

、
十

年

前

に
ロ
ン
ド
ン
に
移
り

ま

し
た
が

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

見
た

日
本

も

ま

た

ア
メ
リ
カ
や
オ

ー
ス
ト
ラ
リ

ア
と

は
違

っ

て
い
た
の
で
す

。

鷲

田

ガ
ー
ス
ト

ル
先

生

の
場

合
、

ア
メ
リ
カ
、

日

本
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

移

動

し
な
が

ら
、

ま

さ
に

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
の
視

点

に
立

っ
て
日

本

文
.

学

を

研

究

し
て
こ
ら
れ

た
と

い
う

こ
と

で
す

ね
。

そ

れ
で
は
、

小

泉

先

生

が
研

究

に
進

ま

れ
た

き

っ
か

け

は
何
だ

っ
た

の
で
す
か
。

小

泉

ガ
ー

ス
ト

ル
先

生

同

様

、

私

も

最

初

は

人

類

学
を

や
る
こ
と

に
な

る
と
は
思

っ
て
い
ま

せ
ん

で
し
た
。

大
学
で
は
法
学
部
に
進
学
す
る
コ
ー
ス
に

入
学
し
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
西
洋
古
典
音
楽
が

好
き
で
、
西
洋
音
楽
に
の
め
り
こ
ん
で
い
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
西
洋
音
楽
に
の
め
り
こ
め
ば
の
め
り
こ
む

ほ
ど
、
違
和
感

が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

思
い

返
せ
ば
、
そ
れ
が
最
初
の
異
文
化
体
験
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

も
う
ひ
と
つ
は
レ
ヴ
イ
・
ス
ト
ロ
ー
ス

の
研
究
と
の
出
会

い
で
す
。
今
は
レ
ヴ
ィ

・
ス
ト
ロ
!

ス
に
た
い
し
て
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
だ
け
れ
ど
、
当
時

は
非
常

に
刺
激
を
受
け
て
、
文
化
人
類
学
に
専

門

を
変
え
ま
し
た
。
そ
の
後
は
い
ろ
ん
な
偶
然
が
重
な

り
ま
す
。

学
部
生
時
代
に
メ
キ
シ
コ
留
学
の
機
会
を

得
て
、
強
烈
な
異
文
化

体
験
を
し
、
大
学
院
に
進

ん
で
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
今
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研

究
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
い
う
こ
と
に
関
連
さ
せ
て
言

え
ば
、
文
化
人
類
学
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
い
う
概

念

と
の
親
和
性
が
非
常
に
高
い
で
す
ね
。

ひ
と
つ
に

は
、
異
な
っ
た
場
所
、
地
域
、
国
、
文
化
の
中
に
入
っ
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て
い
く
と
い
う
意
味
で
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
。

同
時

に
、
人
文
科
学
、
社
会
科
学
、
一
部
は
理
系
に
も
ま

た
が
っ
た
、
学
問
領
域

の
境
界

上
に
あ

る
と
い
う
意

味
で
も
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
す
。
ま
た
、
人
類
学
は

事
例
研
究
を
基
礎
と
し
ま
す
の
で
、
現
場
に
即
し
た

立
場
、
つ
ま
り
ク
リ
ニ
カ
ル

(臨
床
的

)
な
立
場

で

研
究

す
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
～
や
観
察
を
通
し
て
、

現

地
の
人
と
の
相
互
作

用
の
中
で
成

果
が
生
ま
れ
る
と

い
う
こ
と
が
根
本
に
あ
る
。

つ
ま
り
学

問
の
中
に
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
概
念
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
、
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

リ
テ
ィ
研
究

」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は

「
現
代
に
何
が
起

こ

り
、
何

が
進
行
し
て
い
る
か
を
知
り
た
い
」

と
い
う

動
機
で
す
。
た
と
え
ば
私
の
場
合
、
中
米
グ
ア
テ
マ

ラ
北
西
部
の
農
村
地
域
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て

一
九
七
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
断
続
的
に
調
査
に
入
っ

て
き
ま
し
た
。

こ
の
四
半
世
紀

以
上
の
問
に
そ
の
地

域
が
ど
う
変
化
し
た
か
を
定

点
観

測
す
る
こ
と
で
、

現
代
に
起
こ
っ
て
い
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
が
見
え

て
く
る
。

そ
れ
は
、
私
が
研
究
を
続
け
る
中
で
ワ
ク

ワ
ク
し
て
き
た
部
分
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

ガ
ー
ス
ト
ル

い
ま
の
お
話
は
、
と
て
も
大

切
な
議

論
で
す

ね
。

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
で
も
そ

う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
の
大
学
院

の
教
育
は
理

論
の
部
分
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
若
者
は
グ
ラ

ン
ド
セ
オ
リ
ー
に
あ
る
種
の
格
好
良
さ
を
感
じ
ま
す

か
ら
、
特

に
そ
う

い
っ
た
傾
向

が
強
く
な
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
大
切
な
の
は
、
実
際
の
世
界
に

深

く
詳
し
く
ふ
れ
る
こ
と
で
す
。

そ
う

か
と
い
っ
て
、

た
と
え
ば
文
学
で
あ
れ
ば
、
地
道
に
文
献
に
あ
た
っ

て
い
て
は
結
局
、
文
献
学
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、

理
論
が
必
要
な
の
も
た
し
か
で
す
。

一
番
い
い
の
は
、

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
か
ら
理
論
が
出
て
く
る
こ
と
で
す
ね
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
、

一
方

で
理
論
的
枠
組
を
も
っ
て
研
究
し
、
他
方

で
事
例
的
な
も
の
に
ふ
れ
て
自
分
で
消
化
す
る
。

そ

れ
が
、
身

に
つ
け
た
理
論
的
枠
組
に
影
響
を
与
え
、

相
互
作
用
を
生
ん
で
い
く
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
お

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
と
き
、
バ
ラ
ン
ス
が

と
て
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。四半世紀前からの私の友人は若くして亡くなった。その息子は

メキシコを越えてアメリカに渡り、2年ほどのビザなし就労の後、

村に戻った。グアテマラ北西部農村の小さな店で。
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身
近
な
世
界
と
の
界
面

鷲
田

お
二
人
と
も
研
究
の
道
に
は
偶
然
に
進
ま
れ

た
よ
う
で
す
が
、
私
の
場
合
は
す
べ
て
が
正
反
対

で

し
た
。

高
校
時
代
か
ら
思
想
が
好
き
で
、
「
自
分
の

生
き
て
い
る
こ
の
世
界
を
知
り
た
い
」
と
い
う
強
い
思

い
か
ら
思
想
に
飛
び
つ
い
て
、
大
学
で
は
哲
学
を
専

攻
し
ま
し
た
。

ま
さ
に
、
ガ
ー
ス
ト
ル
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
、
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
に
飛
び
つ
い
た
若
者
の

ひ
と
り
で
す

(笑
)
。

哲
学
は
具
体
的
な
事
例
で
は
な
く
原
則
、
法
則
、

原
理
を
探
求
す
る
学
問
で
す
か
ら
、
具
体
的
事
例

は
そ
う
い
っ
た
原
理
や
法
則

の

一
例
と
し
て
し
か
見

な
い
。

私
は
普
遍
を
求
め
る
哲
学
と
し
て
現
象
学
を

学
び
、
学
生
の
こ
ろ
は
フ
ッ
サ
～
ル
の
文
献
学
に
浸
っ
て

い
ま
し
た
。

テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
飽
き
た
ら
ず
、
ド

イ
ツ
に
行

っ
て
彼

の
手
書

き

原
稿

な
ど
も

調
べ
ま

し
た
。

と
て
も
ス
リ
リ
ン
グ
で
面
白
か
っ
た
で
す
ね
。

ガ
ー
ス
ト
ル

偶
然
で
は
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
鷲
田

先
生
は
真
面
目
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

鷲
田

い
え
い
え
、
そ
れ
が
後
に
と
ん
で
も
な
い
方
向

に
進
む
ん
で
す
。
文
献
学
で
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
喜
び
に
浸

る

一
方
で
、
ド
イ
ツ
に
行
っ
た
頃
か
ら
奇
妙
な
違
和
感

が
出
始
め
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
思
想
に
つ
い
て
学
ん
で
い
て
も
、
私
は
日
本
人
で

す
か
ら
ド
イ
ツ
人
か
ら
日
本
の
思
想
に
つ
い
て
聞
か
れ

ま
す
。

ド
イ
ツ
で
鈴
木
大

拙
に
つ
い
て
発

表
さ
せ
ら

れ
た
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
日
本
人

の
顔
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
に
帰

る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
の
専
門
家
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
顔
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
の

.う

そ
っ
ぽ
さ
"
に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
始
め
た
の
で
す
。

そ
の
違
和
感
の
理
由
を
つ
き
つ
め
て
考
え
る
と

「言

語
」

の
問
題
だ
っ
た
の
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と

は
本
来
、
日
常

使
っ
て
い
る
言

葉
に
磨

き
を
か
け
、

つ
き
つ
め
る
も
の
で
す
。

ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
原
書
を
見

れ
ば
分
か
り
ま
す
が
、
す
べ
て
の
言
葉
が
子
ど
も
で

も
使
っ
て
い
る
よ
う
な
平
易
な
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
る
さ
い
に
は
、
正
確
さ

を
求
め
る
あ
ま
り
、
「
あ
る
」
を

「
存
在
」

と
訳
す

な
ど
、
普
段
使
わ
な
い
言
葉
や
造
語
が
多
く
用
い
ら

れ
た
ん
で
す
ね
。

そ
う

い
う
意

味
で
は
、
日
本
で
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
う

「
哲
学
の
営
み
」
を
ま
っ
た
く
や
っ

て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

そ
れ
が
私

の
中
で
も

顕
在
化

し
て
き

て
、
哲
学
の
用
語
で
話
す
研
究
生
活
と
、
そ
れ
と
は

無
関
係
の
言
葉
で
話
す

日
常
生
活
と
い
う
二
つ
の
カ
ル

チ
ャ
ー
が
高

校
時
代
か
ら
自
分

の
中
に
平
然
と
あ
っ

た
こ
と
に
た
い
す

る
違
和

感
と
し

て
噴
出

し
た
ん

で
す
ね
。

小
泉

ご
自
身
の
中
に
複
数
文
化
を
抱
え
込
ん
で
し

ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鷲
田

そ
の
通
り
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
も
現
象

学
の
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
他
方
で
は
あ
る
時

期
か
ら
、
日
本
で
、
日
本
語
で
哲
学
の
営

み
を
で
き

な
い
か
と
考
え
は
じ
め
た
。

そ
の
頃
か
ら
私
の
入
生

が
ゴ
ロ
ッ
と
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

第

一
段
階
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌

『ヨ
p
ユ
o
o配
器
』

(中
央
公
論
社

)
で
は
じ
め
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
論
で
す
。

そ
の
中
で
私
は
哲
学
の
翻
訳
語
を

一
切
使
わ
ず
に
衣

服
を
哲
学
的

に
考
え
る
こ
と
を
試

み
ま
し
た
。

哲

学
と
は
、
そ
れ
な
し
で
は
生
き
て
い
け
な
い
も
の
に
つ

い
て
考
え

る
こ
と
で
す
。

服
を
着
な
い
人
や
散
髪
に

行
か
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
か
ら
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
論
は
ま

さ
に
私
が
や
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と

一
致
し
ま
し
た
。

も
の
す
ご
く
大
変
で
し
た
が
、
日
本
で
、
日
本
語
で

哲
学
の
営
み
を
す
る
良
い
訓
練
に
な
り
ま
し
た
。

第
二
段

階
が

「
臨
床

哲
学
」

で
す
。

社
会
的
、

文
化

的
な
問

題
が
起
こ
っ
て
い
る
現
場
に
哲
学
者
が

足
を

運
ん
で
、
そ
こ
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉

を
使
っ
て
、
そ
の
問
題
を
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
カ
ル
に
考
え
、

表
現
す
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
哲
学
を
し
よ
う
と
い
う
活

動
を
、
研
究
室
レ
ベ
ル
で
は
じ
め
て
い
ま
す
。
デ
イ
シ

プ
リ
ン
で
は
な
く
、
事
例
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら

哲
学
を
立
ち
上
げ
る
と
い
う
、
哲
学
の

一
種
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
で
す
。

た
と
え
ば
、
い
ま
は
看
護
や
介

護
、
教
育

の
現
場
に
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
の

人
た
ち
が
抱
え
て
い
る
問
題
は
、
哲
学
が
考
え
て
き

た
テ
ー
マ
と
似
て
い
る
ん
で
す
ね
。
た
と
え
ば
看
護
や

介
護
の
現
場
の
人
た
ち
は

「
生
き

て
い
る
こ
と
、
死

ぬ
こ
と
の
意
味
」

「
苦
し
み
」

を
考
え
、
小
学
校
の

先
生
で
あ
れ
ば

「世
界
の
す
べ
て
」
に
つ
い
て
子
供
た

ち
と
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
古

来
か
ら
の
哲
学
の
テ
ー
マ
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
中
か
ら
市
民
が
生
き
て
い
く
た
め
の
武
器

に
な
る
よ
う
な
知
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
を
、
臨

床
哲
学
で
は
目
指
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
プ
リ
ン
シ
プ
ル
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
私
の
研

究
生
活

は
、
お
二
人
が
最
初

か
ら
立
っ
て
い
た
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
領
域
に
よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
。

い
わ
ば
新
参
者
で
す
ね

(笑
)
。

ガ
ー
ス
ト
ル

い
ま
の
お
話

の
中

に
は
、
私

が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
し
て
考

え
て
い
る
こ
と
と
同

じ
問
題
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
文
学
に
し
て
も
、

本
来
、
文
学
ほ
ど
普
遍
的
な
も
の
は
な
い
は
ず
な
の

に
、
大

学
で
や
っ
て
い
る
文
学
研
究

と
な
る
と
、
普

通
の
人
が
読
ん
で
も
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
C
O
E
の

よ
う
な
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
ち
上
げ
る
と
、
ド
イ

ツ
哲
学
が
日
本
に
紹
介

さ
れ
た
と
き
の
よ
う
に
、
新

語
や
造
語
を
逆
に
た
く
さ
ん
生

み
出
し
て
し
ま
う
こ

と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
そ
こ
は
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
知

ガ
ー
ス
ト
ル

と
こ
ろ
で
今

回
の
大
阪
大
学
の

「
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
京
都

大

学
の
人
文
科
学
研
究
所
や
国
際
日
本
文

化
研
究

セ
ン
タ
i

(日
文
研

)、
あ

る
い
は
国
立
民
族

学
博

物
館

(民
博
)
の
活
動
に
近
い
部
分
も
あ
る
よ
う
に

思
う
の
で
す
が
、
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

鷲

田

私
た
ち
の
場
合
、
文

学
、
哲

学
、
歴
史
な

ど
の
研
究
者
を
育
て
る
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
部
分

と
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
ブ
ナ
リ
ー
な
、
つ
ま
り
学
際
的
な

動
き
の
両
方
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。

そ
の
両
者
の
緊
張
感
や
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、

た
い
へ
ん
大
き
い
。

ガ
ー
ス
ト
ル

ロ
ン
ド
ン
に
も
日
本
の
C
O
E
の
よ
う

に
数
年
単
位
で
共
同
研
究
を
推
進
す

る
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
あ
り
、
私
た
ち
も
四
年
前
に
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

文
学
論
、
文
化
論
の
こ
の

四
〇
年

間
を
問
う
試
み
で
、

「文

学
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
」

と
い
う
大

き
な
テ
ー
マ
を
立
て
て
共
同
研
究
を

行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
通
常
の
文
学
研
究
の

領
域
で
は
、
い
っ
し
ょ
に
研
究
し
な
い
よ
う
な
研
究
者

と
連
携
を
は
か
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

と
り
わ
け
、

文

学
は
言
語
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
ア
フ
リ

カ
や
中
近
東
、
南

ア
ジ
ア
を
専

門
に
し
て
い
る
文
学

研
究
者
と
は
ほ
と
ん
ど
交
流
が
な
い
。

そ
こ
で
私
た

ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
た
と
え
ば
人
類
学
や
美
術

等

の
研
究
者
、
文
学
で
も
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
、

研
究
が
あ
ま
り
盛
ん
で
は
な
い
地
域
の
文
学
の
研
究

者

が
同
じ
テ
ー
マ
の
も
と
に
集
ま
り
、
共
通
の
知
を

作
り
だ
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
大
変
な

こ
と
で
す
が
、
互
い
に
た
く
さ
ん
の
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

個
人
的
な
経
験
を
お
話
し
ま
す
と
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
専

門
家
と
の
共
同
研
究
を
通
じ
て
、
写
本
や
絵



は
再
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
書
き
残
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
を

「記
憶
」
と
し
て
残
す

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
た
ん

な
る
再

現
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
刺
激
を

受

け
て
、
さ
ら
に
新

し
い
芸
術

が
生

み
だ
さ
れ
て
い

く
、
と
い
う
新
た
な
認
識

を
得
ま
し
た
。

こ
れ
は
、

今
後
の
私
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
。

小
泉

私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
も
、
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
交
流
が
な
か
っ
た
分

野
の
研
究
者

の
あ
い
だ

で
、
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
共
通
の
テ
ー

マ
の
も
と
で
連
携
し
て
い
く
こ
と
を
、
と
く
に
重
視

し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

鷲

田

さ
き
ほ
ど
の
民
博
や
日
文
研
と
の
違
い
で
も

お
話
し
し
ま
し
た
が
、
そ
う

い
っ
た
研
究
機
関
に
は
、

新
し
い
テ
ー
マ
に
あ
わ
せ
て
研
究
組
織
や
体
制
を
ど

ん
ど
ん
変
え
て
い
く

フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
や
か
さ
が
あ

り
ま
す
。

し
か
し
大
学
の
場
合
、
研
究
組
織
そ
の
も

の
が
学
科
編
成
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ

う
な
る
と
、
た
と
え
ば
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
な
ど

の
語
学
か
ら
は
じ
め
、
そ
の
う

え
で
さ
ら
に
研
究

分

野
に
関
す
る
基

本
的
な
訓
練
を
し
な
け
れ
ば
ら
な

な
い
。

そ
う
し
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
、
学
際

的
な
研

究
テ
ー
マ
と
の
両
立
が
難
し
い
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
考

え
た
時
に
、
組
織

的
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
設
定

す
る
か
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
先
生

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

ガ
ー
ス
ト
ル

私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
、
大
学
院
生

も
研
究
会
に
参
加

さ
せ
て
、
発
表
さ
せ
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
直
接
的
な
教
育
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
の
学
生
の
勉
強
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
が

あ
り
ま
す
。
う
ま
く
い
け
ば
、
彼
ら
の
研
究
を
何
か

の
か
た
ち
で
出
版
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
て
い
る
。

鷲

田

私
た
ち
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
人
文
学

の
再
編

成
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
が
制
度
化

す
る
と
、
ま
た
別
の
新

し
い
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
問
題
を

発

生
さ
せ
か
ね
な
い
。

そ
こ
を
よ
く
考
え
な
い
と
い

け
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
小
泉
先
生
は
そ
の
あ
た

り
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

小
泉

私
は
、
制
度
化
と
学
問
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は

も
う

す
こ
し
、
分

け

て
考

え

ら
れ
る
と

思
っ
て
い

ま

す
。

従
来
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
基
づ
く
制

度
の
下

で
も
、
十

分
に
新

し
い
研
究
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
今
回
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
、
学
問

と
し
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
部
分
と
、
そ
れ
を
制
度
化
し

固
定
し
て
大
学
の
中
に
組
み
込
む
部
分
と
が
あ
っ
て

も

い
い
で
し
ょ
う
。
あ
ん
が
い
デ
イ
シ
プ
リ
ン
は
柔
ら

か
く
動
き
う

る
も
の
で
、
そ
れ
を
支
え
固
め
る
の
が

制
度
的
基
盤
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ガ
ー
ス
ト
ル

制
度

そ
の
も
の
の
影

響
は
あ
る
と
思

う
け
れ
ど
、
在
籍
し
て
い
る
大
学
院
生
を
今
回
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
参

加
さ
せ
て
、
機
会

を
与
え
る
こ
と
が

必

要
で
す
ね
。

従

来
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
身
に
つ
け

さ
せ
る
と
同
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
の
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
に
立
た
せ
、
自
然
に
刺
激
を
受
け
る
チ
ャ
ン

ス
を
与
え
る
と
、
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
。

鷲
田

学
問
は
何
か
を
知
り
た
い
か
ら
や
る
わ
け
で
、

私
は
そ
の

「
知
り
方
」

と
い
う
方
法
に
つ
い
て
意
識

し
な
い
学

問
な
ん
て
あ
り
え
な
い
と

思
っ
て
い
る
ん

で
す
。

し
か
し
他
方
で
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
重
要

視
し
す
ぎ
た
が
ゆ
え
に
、
人
文
科
学
が
制
度
化
す

る
中
で
、
か
な
ら
ず

し
も
必
要
で
な
い
こ
と
に
も
余

計
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
き
た
部
分
が
結
果
的
に
出

て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
日
本
で
哲
学
史
と
し
て
習
っ
て
い
る
こ

と
は
、
ド
イ
ツ
で

一
九
世
紀
に
作

ら
れ
た
哲

学
史
な

ん
で
す
ね
。

そ
れ
が
い
ま
で
も
哲
学
史
の
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
来
は
そ
の
背
景

に
あ
っ
た
た
く
さ
ん
の
重

要
な
思
想
を
読

む
人
が
い

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う

現
.状
も
あ
る
の
で
す
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学
で
は
異
な
る
文
化
、
異

な
る
学
問
と
接
触
す

る
こ
と
の
大
切
さ
と
同
時

に
、

自
分
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
き
た
学
問
の
歴
史

性
を
検
証
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

「イ
ン
タ
ー
フ
エ
イ
ス
の
人
文
学
」
が
目
指
す
も
の

ガ
ー
ス
ト
ル

さ
き
ほ
ど
、
私
が
日
本
文
学
研
究
に

進
ん
だ
の
は
偶
然
だ
っ
た
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
。

ふ
り
か
え

っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
チ
ャ
ン
ス
を
支
え
る

制
度
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
大
き
か
っ
た
の
で
す
。

今
回
の
大
阪
大
学
の
「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学
」

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
た
と
え
ば
留
学
制
度
な
ど
も
プ
ラ

ン
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

鷲
田

来
年
度
か
ら
は
東

ア
ジ
ア
を
中
心
に
、
若
手

の
研
究
ス
タ
ッ
フ
を
公
募
し
ま
す
。
た
と
え
ば
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
中
国
文
化
研
究
者
に
大
阪
大
学
で
研
究

し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

な
視
点

は
い
っ
そ
う
多

元

化

・
重
層

化
す

る
わ
け

で
す
。
研
究
内

容
だ
け

で
な
く
、
研
究
を
す
す
め

る
場
、
つ
ま
り
ス
ペ
ー
ス
そ
の
も
の
に
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
的
性
格
を
も
た
せ
た
い
で
す
ね
。

ガ
ー
ス
ト
ル

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
す
ね
。
私
た
ち

の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
実
際
に
そ
う
な
っ
て
き

て

い
ま
す
。

私
た
ち
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
期
間
は
も

う
す
ぐ
終
わ
り
ま
す
の
で
、
現
在
は
ど
う
や
っ
て
研

究
成

果
を
発
表
し
て
い
く
か
を
考
え
て
い
ま
す
。

今

回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
あ
る
上
方

役
者
絵

の
調
査
を
は
じ
め
て
、
二
千
枚
以
上
を
探
し

出
し
ま
し
た
。

こ
の
成

果
を
大

英
博
物
館

で
展
覧

会
と
い
う
か
た
ち
で
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た

一
部
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
よ
う
と
思
っ
て
い
て
、
こ

れ
は
立
命
館
大
学
の
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
京
都
ア
ー

ト

・
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
創
成
研
究
」
と
共
同
で
実

現
で
き
な
い
か
検
討
中
で
す
。

「
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
の
人
文

学

」

プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
四
年
後
に
誰
に
向
け
て
、
ど
ん
な
成
果
を
出

そ

う
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

鷲

田

六
つ
の
研

究
グ
ル
ー
プ
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て

タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
若
干
異
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
広
く

市
民
に
向

け
て
成
果
を
出

し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

そ
れ
に
は
出
版
と
い
う
か
た
ち
も
考
え
て
い
ま
す
し
、

展
覧
会
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

ガ
ー
ス
ト
ル

私
た
ち
が
今

ぶ
つ
か
っ
て
い
る
壁
は
、

大
学

の
出
版
会

で
も
論
文
集
の
出
版
を
引
き
受
け

て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

出
版
費
も

予
算
化

し
て
い
な
か
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
、
予
算
に
関
し
て
失
敗
し
た
と
思
っ
て

い
る
こ
と
は
、
研
究
者

が
研
究

に
専
念
で
き
る
シ
ス

テ
ム
を
予
算

化
し
て
お
か
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

共

同
研
究
に
は
か
な
り
の
時
間
と
労
力
が
必
要
な
の
で
、

研
究
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
!
が
研
究
に
専
念
し
て
い
る

期
間
は
授
業
を
免
除
し
、
そ
の
間
、
別
の
人
が
そ
の

部
分
を
補
え
る
よ
う
な
予
算
の
組
み
方
が
で
き
れ
ば

良
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
国
立
大
学
も
競
争
の
時
代
に
入
り
、
そ
の

中
で
生
き
残
っ
て
い
く
に
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
が

力
を
発
揮
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
し
、
な
に
よ

り
も
成
果
が
求
め
ら
れ
る
。
C
O
E
は
そ
う
い
っ
た
意

味
で
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

人
文
科
学
の
分
野
で
、

す
ぐ
に
大
き
な
理
論
的
成
果
を
生
む
こ
と
は
難
し
い

と
思
い
ま
す
か
ら
、
ま
ず
は

「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」

と
い
う
共
通
の
基
盤
作
り
を
目
指
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

鷲
田

最
終
的
に
は
人
と
人
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

が
重

要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の

共
同
体
に
属
す
る
、
い
わ
ば
ゆ
り
か
ご
的
な
安
心
感

か
ら
か
ら
脱

し
て
い
く
た
め
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で

も
あ
り
ま
す
。

小
泉

語
彙
を
共
有
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能

に
し
て
、
あ
る
学
問
分

野
を
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め

に
は
共
同
体
が
必
要
で
す
か
ら
、
共
同
体
そ
れ
じ
た

い
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
を
固
定

化
し
、
権
威
化
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鷲

田

同

一
の
も
の
を
共
有
す
る
共
同
体

で
は
な
い
、

新
し
い
共
同
体
を
模
索
す
る
こ
と
な
の
で
す
、

ガ
ー
ス
ト
ル

そ
の
た
め
に
は
、
誰
も

が
研
究

に
参

画
で
き
る
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
し
っ
か
り
つ
く
る
こ

と
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
ね
。

鷲

田

ガ
ー
ス
ト
ル
先

生
の
お
話
は
、
私
た
ち
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
と
て
も
良
い
参
考

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
一〇
〇
三
年

一
月
十
四
日

(火
)

千
里
阪
急
ホ
テ
ル
に
て
収
録
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