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睡 出来事を読み解くためのキーワード群

濁
、唖

F

∫

「

4
オ
喝
漿

湊 雨が降・蕩 ・負う、人が死癖 私・ちの・甑 私・1

ち自身の・ち・・・… 私・・の夕瞬 思・・か麟

りかか って くるもの。 こうした 〈出 来事 〉のvベ ル に位 置 する

のは、 しば しば 入 文 学 において 「偶 然 的 な もの」、 「表

的 なもの」、「私 的な もの」 として軽 視 されてきな。 づ まh、

れ が起 こった」 とい う日常 的 な語 りか ら離 脱 しト、むしろ!

1紳 の背景にあるとさ幡 世 鋤 歴史的鞴 」軒 法!

lUJ、あるいは{必 然的なもの」 について語ることに多 くが費

・ されてき参。 それはまた、撫 来事のアクチュアリティや強

.さに鋭敏 に応答 し、それらを効果的に伝達 し、 あるいは..

1来事に積極的に参与して変革することが極めて生年にくい

}度なりシステムを自ら作 り上 げているということを意味 しな
旡.だろうか。 丶

噸

.、

、それにしても、あることを出来事 どして名指 し、それを記

.搾ることはどういうことなのだろうか?出 馨事 を記憶し伝え
.との意味 とは何だろうか?社 会において出来事 とはいか

メ

…'象張 現 され・かつ鰍 されるφか?人 蝉 が燗
ノ

盛!叫 ての記憶.記鋤 シ梯 の一音陋 ・ている.ζ
ば 、 そのような ジ:ズデムに鰍 ・}《出i…鰍 憾痩なる位 置卜.

ノ ギ

つことができる/できな吻 覗 して・出轉 醗 ＼
、

..る次元に対して人文学1らどのような関係をもつことがで

のか?_こ 描 の問い画 に禺来事{こついてのそれぞれ
二謝

・黼 ・じめ・ノ

＼
へ

㍉

～

億
語
ら
れ
る
汐

＼



産業革命はこのようにして
語 られた

川北稔

事
件
と
構
造

フ
ラ
ン
ス
革
命

や
世
界

大
戦

の
よ
う
な
、

「事

件

」

の
連
続
と
し
て
語
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
歴
史

を
、

「
長
期

持

続
」

す

る

「
構

造
」

と

し
て
と

ら
え
る
傾
向
は
、
社
会
経

済
史

や
社
会

史
を
中

心

に
さ
ま
ざ
ま

な
タ
イ
プ

の
歴
史

学

に
お
い
て
、

過

去
数

十
年

間
、
圧
倒
的

優
位
を
占

め
て
き
た
.

し

か
し
、

「
事

件

」

と

「
構

造

」

の
区

別

は
そ

れ
ほ
ど
簡
単

で
は
な
い
。

そ
れ
に
、
特
定

の

「
事

件

」
が
、
人
び
と

の
集

団
的
記
憶
と
し
て

「
構
造
」

化

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

「事

件
」
と

「
構

造

」
を
二
者

択

一
的
な
対
立
概
念

と
と

ら
え
る

こ
と
は
間
違

い
で
あ
る
。

イ
ギ

リ
ス
産
業

革
命

と

い
え
ば
、
教

科
書

的

に
は
何

の
変

哲

も

な

い

「
事

件

」

で
あ

る
が
、

研
究
者

の
間
で
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な

「
出

来
事

」

そ
の
も
の
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、

つ
ね

に
強
い
疑

念
が
表
明

さ
れ
て
き

た
。

産

業
革
命

の
存

在
を

認
め
る
場
合

で
も
、
そ
れ

が
ど

の
よ
う
な

「
事
件

」

で
あ

っ
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
研
究

者
の
お
か
れ
た
状

況
に
よ

っ
て
、
さ

甲

 ま
ざ
ま

な
言
説

が
交
わ

さ
れ
て
き
た
。

産
業

革

命

は
、

「
革
命

」

で
あ

る
と

す
れ
ば
、
「
事

件

」

の

一
種
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
工
業
化

と

言

い
換

え
れ
ば
、
た
ち
ま

ち
そ
れ
は
農
業

社
会

か
ら

工
業

社
会

へ
の

「構

造

転
換

」

そ

の
も

の

を
さ
す
言

葉
と

な
る
。

「
産

業

革
命

」

で
は
な

く
、
「
産
業

革
命
論
」

の
歴

史
を
テ
ー

マ
と
す
る

論

文
が
、
無

数
に
書

か
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
産
業
革
命

」
が
ど
の
よ
う
に
論

じ
ら

れ
て
き
た
か
と

い
う
歴
史
で
あ
る
。
私
自

身
、
す

で
に
何

度

か
そ

の
よ
う
な

概
念

史
整

理

の
よ
う

な

こ
と
を
試

み
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
産
業
革

命
と
い
う
用
語

は
、

エ
ン
ゲ

ル
ス
に
よ

っ
て
、

初
め
て
本

格
的

に
も

ち
い
ら

れ

た
。
か
ね
て
こ
の
用
語

の
創
始

者
と
し
て
は

ア
ー

ノ
ル
ド

・
ト
イ

ン
ビ
ー

(
『
歴
史

の
研

究
』

の
著

者

の
同
姓

同
名

の
伯
父

で
社
会

改
良
家

)

の
名

前

が
あ
げ
ら

れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
反

マ
ル
ク
ス

主
義

的
な
イ
ギ
リ

ス
知
識

人
層
の
屈
折
し
た
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
に
由
来

す
る
歪
曲
で
あ
る
こ
と
は
、
D
・

C

・
コ
ー
ル
マ
ン
が
晩
年

の
論

文

で
喝

破
し

た
。

と
も
あ
れ
、

こ
の
言
葉
は
、
そ
れ
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
当

初
か
ら
、
客
観

的

な
歴
史

的
事

実

と
い
う
よ
り

は
、
社

会
の
現
状

に
た
い
す
る
厳

し

い
批

判
を
支
え

る

「
言

説
」

と

し
て
成

立
し

た
の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、

実
際

に
は
、

社
会

の

構

造
転
換

に
つ
い
て
語

っ
て
い
な
が
ら
、
「
革
命

」

と
い
う

「
事

件
」

性

を
想
定

さ
せ
る
タ
ー
ム
を

も
ち
い
た
こ
と
が
、

こ
の
言
葉

の
以
後

の
有
為
転

変

の
根
本
原

因
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、ど
れ
ほ
ど

固
い

「
産
業
革
命

」

擁

護
派
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
分
割

不
能
な
単

一

の

「
出
来
事

」

で
あ

っ
た
と
い
う
人
は
い
な
い
だ

ろ
う
。

少
な
く
と

も
、
綿

工
場

の
成
立

と
鉄
道

の
普

及
と
は
別
々
の
出
来
事

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

(左)ウ2一 ルズの炭坑(1798年)

イギリス産業革命のひとつの中心となったウェールズのニース炭坑。 藁屋根の

なかに坑道の入 口があり、馬がひく巨大 な車輪に巻き取られるローブで、石

炭 を運 び出 すことになっている。(出 典:WelshCo∂lMines,National

MusuemofWates,1976)

(右)夜 のコールブルックデイル

コークスによる製鉄 法を開 発したダービー家 の工場。1800年 頃の風景。初

期 には、産 業革命 の現 場が絵画 の素 材になることは、比較 的少なかった。

(P.J.deLoutherbourg,Coalbiookdalea[NightScienceMuseum

LondonPfi蔵)

出
来
事

に
か
か
わ
る
こ
と

未来に向けて〈出来事〉を語る

渥美公秀 × 桃 木至朗

【司会】本間直樹十三谷研爾

本

間

〈出

来
事
〉

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
層
や
次

元
が
あ

り
ま
す
。

日
常

の
あ
り
ふ
れ
た
も
の
、
突

発
的
な

も

の
、
多
く

の
ひ
と
を
巻

き
込

む
も

の
、
そ
し
て

時
代
を
画
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
自

然
哲
学
や
存

在

論

の
概
念

に
よ

っ
て
指

し
示

さ
れ
る
も

の
。

い

ず
れ
に
し
て
も
出
来
事

は
、
人
び
と
を
否
応
な
く

巻

き
込
み
、
呼
び
寄
せ
、

語
り
継
が
れ
、

ま
た
新

た
な
出
来
事
を
招
き
寄

せ
ま
す
。

つ
ま
り
出

来
事

は
人
び

と
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
動
か
し
、
巻

き
込
む

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
言
葉
や
記
憶
を
含
む
何
ら

か
の
情
報
メ
デ
ィ
ア
を
介
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通

時

的
に
も
共
時

的
に
も
複
合

的
な
影

響
や
伝

播

を
生

じ
さ
せ
ま
す
。

す
べ
て
の
出
来

事
は
そ
れ
自

身
に
固
有

な
時

間
や
周
期
を
も
ち
、
歴
史
な
る
も

O

?

 の
を
構

成
し
て
い
ま
す
。
学

問
研
究
と
呼
ば
れ
る

も
の
は
、

こ
う
し
た
出
来
事

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

桃
木

一
歴
史
学

に
お
け
る
正
統
派

の
方
法

論
の
な
か
で

は
、

出
来
事

と
い
う
も

の
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
ま

し
た
。

し
か
し
、

受
験

教
育
な
ど

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
外

で
教

え
ら
れ
る
歴
史

の
な
か
で
は
、

出
来
事

は
と
て
も
大
事

な
わ
け
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず

歴
史
学

は
、
学
問
と
し
て
自
分

を
ま
わ
り
か
ら
区

別
す
る
た
め
に
、
出

来
事
の
研
究

は
初
歩
的

な
も

の
で
あ
っ
て
、

「構
造
」

や

「流
れ
」

な
ど
、
も
っ

と
上
等
な
研

究
が
そ
の
先

に
は
あ
る
の
だ
と
い
う

こ
と
を
主
張
し
続
け
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
今
や
、

か
つ
て
の
発

展
史
観

に
見

ら
れ

た
よ
う
に
歴
史
学
が

「必
然
を
解
き
明
か
す
学
問

で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
誰
も
信
じ
な
く
な
っ
た
。

な

ら
ば
、
出
来

事

ー

ハ
プ
ニ
ン
グ
を
ど
う
位

置
づ

け
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
ま

だ
十
分
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

渥
美

一
私

の
専
門
は
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
で
す
。

そ

こ
で
は
、

研
究
者
と
対
象
の
問
に

一
線
を

画
せ
な

い
と
い
う

点
が
最

も
重

要
だ

と
考
え

て
い
ま
す
。

そ
れ
は
従
来

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

わ

れ
わ
れ
は
研
究

者
が
出

来
事

を
変

え
て
し
ま
う

と
こ
ろ
ま
で
突

き
進
ん
で
い
ま
す
。

従
来

の
心
理

学
で
す
と
、
そ
こ
に
実

験
者
が
い
る
こ
と
を
ど
ん

ど
ん
削
ぎ

落
と

そ
う

と
し
ま
し
た
し
、
論

文

で

も
実
験
者
が
実
験
操

作
以
外
に
何
を
行

っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
反
省
か
ら
出
発
す
る
分
野

で
す
。

「私

」

と
い
う
主

語
を
伴

っ
て
成

果
が
出

さ
れ
る
の
で
、
出

来
事

も

「私

」

と
い
っ
し
ょ
に

起

こ
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

そ
の
時
に
歴
史
と
い

う

も
の
に
う
ま
く
取
り
組

め
る
か
ど
う
か
わ
り
ま

せ
ん
が
、

過
去

の
出

来
事

で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は



を

「
一
連

の
事

件
」

と

み
る
の
は
、

か
な
り
無

理
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

「産
業

革
命
」

は
、
そ
れ

自

体
、
出
来
事

の
集
積

で
あ
っ
て
、
ど
の
範
囲

の

出

来
事

を

一
括

し
て
と
ら
え

る
か
は
、
語

り
手

の
立
場

の
表
明
で
し
か
な
い
。

産
業
革
命
の
語
ら
れ
方

か
つ
て
産
業
革

命
は
、
イ
ギ

リ
ス
民
衆

の
生
活

の
質

を
低

下
さ
せ
た
元
凶

と
し
て
、
し
た
が
っ
て

ま
た
、
社

会
改
良

を
不
可
避

と
す
る
前

提
条

件

と
し
て
語
ら
れ
た
。

一
八
世
紀
末

の
イ
ギ
リ
ス
に

は
、

「
産

業

革
命

」

と

い
う
革

命
的

な
変

化

が

あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ

ス
民
衆

の

生
活
状

態
は
著
し
く
悪

化
し
た
、
と

い
う

の
が
、

伝

統
的

な
産
業

革
命

論

の
骨
子

で
あ

っ
た
。

断

絶

説
な
い
し
悲
観

説
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
.

こ
れ
に
対

し
て
、

一
九
二
七
年
に

J

・
H

・
ク

ラ
バ
ム
が
、
労
働

者
の
生
活
水
準

の
上
昇
を
主
張

し
て
い
ら
い
、

こ
の
よ
う
な
見
方

と
は
正

反
対

の

楽
観
説

、
連
続
説

が
イ
ギ
リ
ス
で
は

一
般
化
し
て

い
っ
た
。

つ
ま

り
、

「
産
業

革
命
」

の
結

果
、
民

衆

の
生

活

は
よ

く
な

っ
た
の
で
あ

り
、
し
か
も
、

そ
も

そ
も

歴
史

上
、

「
革
命

」

と
い
う
ほ
ど
劇

的
な
変
化
は
な
く
、
す
べ
て
は
連

続
的
、
漸
進

的

に
進

ん
だ

の
だ
と

い
う
主

張

で
あ

る
。

伝

統

的

な
産
業
革
命

論
を
、
提

唱
者

の
名
前
を
と

っ
て
、

「
ト
イ

ン
ビ
ー
神
話

」
・
「
ハ
モ
ン
ド
伝
説

」

と
し

て

一
蹴
し
た
の
は
、

と
く

に
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の

論
客

R

・
M

・
ハ
ー
ト
ウ

ェ
ル
で
あ

っ
た
。

こ
う
な

る
と
、
産
業

革
命

は
、
地
球

上

の
諸
国

を
、
開

発

さ
れ
た
曲豆
か
な
国

と
低

開
発

に
悩
む
貧

し
い

国
と
に
分
か
つ
分
水
嶺
と
し
て
、
む
し
ろ

「
豊

か

さ
へ
の
入
り
口
」
と
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

同
時
に
か
つ
て
は
、
イ
ギ
リ

ス
人
の
発

明
の
才

や
勤

勉
が
も
た

ら
し
た
も

の
と

み
ら
れ
た
産

業

革

命

そ

の
も

の
が
、

過

去

の
帝

国

主

義

支

配

へ
の

批

判

が
当

然

の
こ
と

と
な

っ
た

い
ま

で
は
、

黒

人

奴

隷

や
イ

ン
ド
人

農

民

、

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

人

労

働

者

の
血

と

汗

の
結

晶

で
あ

っ
た

こ
と

も

確

認

さ
れ

て

い
る
。

ト

リ

ニ
ダ

ー

ド

・
ト

バ
ゴ

の
独

立

運

動

を

指

導

し

、

独

立

後

最

初

の
首

相

と

な

っ
た

エ

リ

ッ
ク

・
ウ

ィ
リ

ア

ム
ズ

の
産

業

革

命

論

(
『資

本

主

義

と

奴

隷

制

』
)

は
、

ま

さ

に
そ

の
よ

う

な

も

の

で
あ

る

。

第

二
次

世

界

大

戦

前

、

世

界

が

大

恐

慌

の

波

に
飲

み

込

ま

れ
時

代

に
は
、

産

業

革

命

も

ま

た

、

景

気

変

動

と

失

業

の
問

題

と

し

て
と

ら

え
ら

れ

が
ち

で
あ

っ
た
。

上

述

の

コ
ー

ル
マ
ン
は
、

そ

も

そ

も

エ
ン
ゲ

ル
ス

の
議

論

か
ら
し

て
、
「
産

業

革

命

」

は
リ

ア
リ

テ
ィ

よ

り

は

ロ
マ
ン
と

し

て
語

ら

れ

て
き

た
、

と

し

て

い
る
。

彼

は
ま

た
、

イ
ギ

リ

ス
が

目

立

っ
た

工

業

を

失

っ
た
い
ま

、

「産

業

革

A
叩
」

は

つ
い
に

ロ
マ
ン

テ

ィ
ッ
ク

な
観

光

資

源

と

な

り

つ
つ
あ

る
、

と

も

い
う

。

S
L
趣

味

や
イ

ギ

リ

ス
全

土

に
無

数

に

つ

く

ら

れ
た
産

業

考

古

学

博

物

館

の
世

界

で
あ

る
。

も

は

や
、

こ
れ

ま

で

の
よ

う

に
、

「
産

業

革

命

」

に
か

か
わ

る

言

説

を

利

用

し

て
、

現

実

世

界

の

問

題

を

語

る

こ
と

が

困

難

に
な

っ
て
き

た

と

い
う

こ
と

か
も

し
れ

な
い
。

こ
ん

に
ち

、

概

念

の
も

つ

「
革

命

性

」

を

維

持

し

よ

う

と

す

る

人

び

と

が
、

「
産

業

革

命

論

の
リ

ハ
ビ

リ

」

の

必

要

性

を

叫

ぶ

一
方

、

「
革

命

」

不

在

説

の

い
き

つ
く

と

こ
ろ

は
、

「
産

業

革

命

」

の
成

果

と

さ

れ
が

ち

な

「近

代

的

経

済

シ
ス
テ
ム
」

は
、

す

で

に

一
七

世

紀

の
オ

ラ

ン
ダ

で
成

立

し

て
い
た

と

か
、

中

世

に
さ
え

そ

の
根

源

が
あ

っ
た
、

と

い
う

極

論

に
ま

で

い
き

つ
い
て

い
る

(い

ピ
き

嵩
肆

民

。p

.日
冨

。.寄

く
。
汀
。
津
冨

国
p
ξ

ζ

a

。巨

。・僧。・.、
p
巳

ひ
。
..ゆ
§

ヨ
。
ユ
・
ヨ

R
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0
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フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
中

の
人
類

学
者

に
と

っ
て

出
来
事

は
お
お
き
な
意
味

を
も

っ
て
い
る
。

ど

の

社
会
で
も
毎
日

の
日
常
生
活
は
、
ほ
ぼ
お
な
じ
こ

と
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し

た
生
活

の
リ
ズ
ム
を
知

り
、
身
に
つ
け
る
こ
と

も

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
第

一
歩
で
あ

る
。

し
か
し
、

日
常

の
平
穏

を
乱
す
よ

う
な
出

来
事

に
よ

っ
て
、

つ
ね
日
頃

は
み
え
な
い
も
の
が
突
如
あ
ら
わ

に
な

る
瞬
間

は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
醍

醐
味
と
も

い
え
る
興
奮

を
呼
び
起

こ
す
。

今

か
ら
二
〇
年
前

、

一
九

八
三
年

の

一
月

は

今
、
私
が
関
係
し
て
い
る
出
来
事

だ
と
い
う
枠
組

み
が
な
い
か
と
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
た

が
っ
て
、
動
機

や
記
憶

も
過
去

に
あ
っ
た
こ
と
を

思
い
出
す
ー

「Φ
6
①
一「で
は
な
く
、
今

か
ら
未
来

に

向

け
て
出
来
事

を
作

っ
て
い
く
ー

「Φ
亡
「Φ
ω
Φ
コ
↓
す

る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
ま
す
。

本
間

冖
出
来

事
に
つ
い
て
研
究

し
、

研
究
し
た
成
果
が

公
表

さ
れ
、
そ
れ
が
別
の
研
究
や
人
た
ち
を
触
発

す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
研
究
者

は
あ
る
意

味
で
出
来
事

の

一
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

ま
た
逆
に
、

出
来
事
の
研
究
の
中

で
あ
ま
り
に
も
自
分
が
当
事

者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

物
事
を
客
観
的

に
記
述

で
き
な
い
、
近
す
ぎ
る
が

ゆ
え
に
出

来
事

自
身
が
見
え
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ク

ス
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
出

来
事
に
か

か
わ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
?

渥
美

一
出
来
事

の
現
場
に
研
究
者
と
し
て
入

る
場
合

に

は
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
た
ん
に
紙
に
残
す
だ

け
で
な

く
、

一
歩

抽
象

化

す
る
こ
と
を
目

指
さ

な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。

現
場

で
発

言
す
る
と
き

に
は
、

分
か
り
や
す
い
言

葉
で
あ
り
な
が
ら

一
歩

抽
象
化

し
た
言
葉
で
話
す
。

た
と
え
ば
災

害
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
現
場
に
行
っ
て
、

そ
こ
に
い
る
人
た

ち
と
話
し
た
ひ
と
こ
と
が
別
の
現
場
で
も
使

え
る

創

か
も
し
れ
な
い
ー

こ
れ
が
抽
象

化
す
る
こ
と
で
す
。

諏
鷲
鱗

フ鎧

の酬
講

臘

・
・
」
・
言
っ
て
・
た
だ
け
委

・
死

…

櫛

あ
る
現
場
で

わ
れ
わ
れ
が

.
歩
絮

化
し
見
つ

5
鶴

け
た
プ
レ
L
ス
塑

よ
そ
の
現
場
で
共
鳴
し
て
も

り

鰈
縫

蕎

誌

喬
ゲ蘿

嚠

も
ち
ろ
姦

学
会
な
ど
で
発
表
す
れ
ば
、
抽
象
を

経
由
し
て
、
他
の
活
動
へ
と
具
体
的
に
つ
な
が
っ
て

い
け
る
。

具
体

-

抽

象
-

具

体
の
繰

り
返
し
を

や
る
。

そ

の
回
路

の
中

に
立
と

う
と
い
う
の
が
ひ

と
つ
で
す
。

ま
た
、

災
害
な
ど
被
害
に
遭
わ
れ
た
人
に
何
か

で
き
な
い
か
ー

た
と
え
ば
、
そ

の
人
た
ち
の
辛
い

思
い
出
、
頑
張

っ
た
思
い
な
ど
を
将
来
に
伝
え
る
と

い
う
場
合

、
た
ん
に
過
去

の
歴
史
の

=
部
に
書

き

加
え
る
の
で
は
な
く
、
今

ま
さ
に
出
来
事
と
し
て

歴
史
の
ひ
と
コ
マ
と
し
て
動

い
て
い
る
も
の
と
し
て
、

誰
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
残
し
て
い
け
ば
よ
い
の

か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

出
来
事

に
向

か
う
時

に
は
、

当
事

者
の
た
め
に
何
か
で
き

な
い

か
、

そ
こ
か
ら
超

え
る
た
め
の
抽
象

化
の
回
路
を

開

け
な
い
か
と
い
う
気
持

ち
で
現
場

に
挑
ん
で
い

ま
す
。

桃
木

一
認

識
論

的
な

問
題

も
含
め
て
出
来

事
を

ど
う

語
っ
て
い
く
か
、
ど
う
記
憶

し
て
い
く
か
、
ど
う
再

構
成

し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

は
決

定
的
に
大
事

さ鰍

な
.芝

だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
な
し
に
い
く
ら
学

研

者
が
構

造
や
時
代

の
流
れ
を
語

っ
て
も
な
ん
の
意

黏

味
も
な
い
。

そ
こ
で
、
歴
史
学

で
も
現
代

史
に
つ

価
明

齠
諏

い
て
は
、
聴

き
取
り
調
査

を
お
こ
な
う
よ
う
に
な

麗

り
ま
し
た
。

最

近
の
例
で
は
、

べ
ト
ナ
ム
の
独

立

捌

戦
争

前
後
の
出
来
事
で
あ
れ
ば
わ
り
と
聴
き

取
り

が
で
き
る
。

そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
文

献

で
し
か
た
ど
れ
な
い
状
況

に
な
り
ま
す
が
、
い
く

つ
か
の
出

来
事

を
中
心

に
し
て
語
ら
れ
て
い
く

こ

と
に
、

わ
れ
わ
れ
が
ど
う
食
い
込
ん
で
い
く
の
か
が

勝
負

に
な
り
ま
す
。

出
来
事
の
記
憶
と
そ
の
分
有

渥
美

冖
広
島
の
博
物
館

に
行
く
と
、

「し
ま
っ
て
は
い
け

な
い
記
憶
」

と
い
う

言
葉
を
使

っ
て
、
被

爆
さ
れ

た
方
々
の
語
り
や
書
か
れ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
ま



ピ
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こ
う

な

る
と

、

も

は
や

「
産

業

革

A叩
」

に

「事

件

一
性

は
あ

り

え

な
い
。

歴
史
学
の
消
滅
か

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
「
事
件
史
」
と

「構
造

史
」

の
弁

別

な

ど

は
、
と

う

て
い
不

可

能

で
あ

る
。

便

宜

的
な
言

説
と
し

て
つ
く
り

出
さ
れ
た

「
産

業

革
命

」

は
、

あ
ま

り

に
も
便

利
で
、
あ
ま

り

に
も
様

々
な

目
的

に
利

用

さ
れ
た
結

果
、

も
は

や
リ

ハ
ビ
リ
が
困
難

な
と

こ
ろ
ま
で
傷

つ
い
て
し

ま

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、

「
産
業
革
命

」

と
い
う
概
念
は
、
い

ま
や
、
「
ほ
か
に
表

現
の
し
よ
う
の
な
い
、
ひ
と

つ

の
複
雑
な
事
象

に
か
か
わ

る
メ
タ
フ
ァ
ー
」

で
あ

る
と
い
う
以
外

に
な
く
な

っ
た
。

「
歴

史
家

は
事

実

を
求

め
、
社
会

は
神

話
を
求
め
る
」

(
コ
ー
ル

マ
ン
)

と
い
わ
れ
た
の
は

一
〇
年
ま
え

の
こ
と
で

あ

る
。

し
か
し
、

い
ま

や
産

業

革
命

を
扱

う
歴

史
家
自

身

も
ま

た

「
事
実

」

の
追
求

は
断
念

し
、

と
い
う
よ
り
、
「
事

実
」

の
存
在

そ
の
も

の
に
懐

疑

的
と

な
り
、

「
ど

う
語

ら
れ
た

か
」
、

「
ど

う

記
憶
さ
れ
た
か
」
だ
け
を
問

題
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
言
語

論
的
転

回

」
の
結
果

と

し
て
、
歴

史
学

は
消

滅

し
、
史

学
史

だ
け
が
生

き
残
る
病

的
な
現
象
が
こ
こ
に
あ
る
。

キーワードを読み解 くためのブックガイド1川 北稔(か わきた・みのる)

1940年 生まれ。京都大学大学院

文学研究科博士課程中途退学。
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子大学などをへて大阪大学大学大

学院文学研究科教授。附属図書
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じ
め
、
私

は
南
部

ス
ー
ダ

ン
の
村
に
い
た
。
前

年

か
ら
パ
リ

と
自
称

す
る
民

族
集

団
の
調
査

を
続

け
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
二
度
目

の
フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー
ク
で
、
知

り
合
い
も
増
え
、
パ
リ
語

も

だ
ん
だ
ん
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
、
充

実
し
た
毎

日
を
過
ご
し
て
い
た
。

三
日

の
夜

八
時

こ
ろ
、

私

は
当

時
寝
泊
り
し
て
い
た
村
は
ず
れ
の
小
学
校

の

教

員
用

住
居

で
夕

涼

み
を
し
て
い
た
。

乾

季

の

さ
か
り
で
、
蚊
も
少
な
く
心
地

よ
い
風
が
吹

い
て

い
る
。

突

然
、
村

の
ほ
う
が
騒
が
し
く
な

っ
た
。

叫
び
声

や
泣
き
声

が
聞

こ
え
る
。

太

鼓

が
叩

か

れ
、
宿
舎

の
前

の
道
を
槍
を
手

に
し
た
男
た
ち
が

足
早
に
通
り
す
ぎ
て
い
く
。

話
し
に
よ
る
と
、
ブ

ラ
集

落

の
ア
ン
メ
ル
放
牧

キ
ャ
ン
プ
が
、

武
装

し

た
ロ
ピ
ッ
ト
人

に
襲
撃

さ
れ
た
ら
し
い
。

す
く
な

く
と
も

二
人
の
少

年
が
槍

で
刺

さ
れ
た
と
い
う
。

の
こ
り

の
少
年

た
ち
と
牛

の
安

否
は
わ
か
ら
な
い
。

パ
リ
の
人
た
ち

は
農

耕
、
牧

畜
、
狩

猟
、
漁

撈

と
採
集

に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。

乾
季

に
な
る
と
牛

は
村
を
離

れ
、
水

と
牧

草
を
求

め

て
キ
ャ
ン
プ

に
移

動
す
る
。

少
年

た
ち

は
キ

ャ
ン

プ

に
滞
在

し
て
牛
の
世
話
を
す
る
の
で
あ
る
。

ア

ン
メ
ル
は
、
村

か
ら
徒
歩

二
時
間

ほ
ど

の
川
沿

い

に
あ
り
、
五
、
六
〇
〇
頭
の
牛
が
い
た
。
南

部
ス
ー

ダ

ン
の
こ
の
地

域
で
は
、
他
民

族
集
団

に
よ
る
牛

の
掠

奪
は
し
ば
し
ば
発
生
す
る
。

現
に

一
二
月
に

は
パ
リ

の
東
方

に
住
む
ト
ポ
サ
と

い
う
牧
畜

民
の

一
団
が
、
西
方
の
白
ナ
イ
ル
河
畔
ま
で
約
三
〇
〇

キ

ロ
メ
ー
ト
ル
遠
征
し
、
デ
ィ
ン
カ
人
の
牛

数
百

頭

を
奪

い
、
追
撃

し
た
警

官
隊

と

銃
撃

戦
に
な

る
と
い
う
派

手
な
事

件
が
発

生
し
た
ば
か
り
だ

っ

た
。

こ
の
と

き
、
警
官

隊

は
ト
ポ
サ
の
巧

妙
な

待
ち
伏

せ
攻
撃

に
あ

い
、
二
八
名
が
死
亡
し
ほ
ぼ

全
滅
し
た
。

ト
ポ
サ
人

は
ウ
ガ

ン
ダ
か
ら
流
入
し

た
自

動
小
銃

で
武
装
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か

し
、

パ
リ
人

に
限
る
と
、
過

去
十

数
年

襲

撃
さ

れ
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
当
時
銃

は
ま
だ

そ
れ
ほ
ど
浸

透
し
て
お
ら
ず
、

パ
リ
の
放
牧
キ
ャ

ン
プ
は
丸

腰

の
無

防
備
な
状
態
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

と

く
に
三
日

は
殺

人
事
件

の
調

停

の
最
後

を
飾

る
、

賠
償

の
牛

】
五
頭
を
加
害

者
側

か
ら
被
害

者
側

に
引
き
渡
す
お
お
き
な
儀

礼
が
あ
り
、
男
た

ち
の
多
数

は
酔

い
つ
ぶ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

襲

撃
者

は
こ
う
し
た
情
報
も
事

前
に
知

っ
て
い
た
の

だ

ろ
う
か
。

三
日
の
夜
、
九
時
す
ぎ
に
な

っ
て
も

男
た
ち

の

列
は
続

い
て
い
た
。

二
、
三
本
の
槍
を
手
に
も

つ
ほ

か
は
き
わ

め
て
軽

装

で
あ
る
。

上

半
身

は
裸

で

短

パ
ン
姿
が
お
お
い
。

男

た
ち

は
二
手

に
分

か
れ

て
襲
撃
者

と
奪
わ
れ
た
牛

を
追

跡
す
る
ら
し
い
。

一

一
時
前
、
村
長

(行

政
首
長

)
か
ら
、
け
が

人
を

一
〇

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
ト
リ

ッ
ト

の

町

ま
で
私

の
車

で
運
ん
で
ほ
し
い
と
の
依
頼
を
受

け

る
。

小

学
校

の

一
室

に
あ

る
診

療

所

に
は
、

傷

つ
い
た
少
年

二
人
と
若
者

二
名

が
運
び

こ
ま
れ

て
い
た
。

ベ
ッ
ド
も

医
療
機

材

も
な
い
部
屋

は
、

ラ
ン
プ
の
薄

明
か
り
に
照

ら
さ
れ
、
血

の
匂

い
が

充

満
し
て
い
た
。

医
療

助
手

の
男
が
、

右
胸

か

ら
脇
腹

に
か
け
て
槍
に
よ
る
裂

傷
を
負

っ
た
少
年

の
手

当
て
を
し
て
い
る
。

痛

み
に
耐
え
か
ね
る
少

年
を
数
名
で
押

さ
え

つ
け
、
麻
酔

な
し
で
傷
を
縫

い
つ
け
て
い
た
。

も

っ
と
も
重
傷

な
の
は
、
背

中

か
ら
腹

に
弾

丸
が
貫
通

し
た
若

者
で
あ

っ
た
。
す

で
に
二
名
が
死
亡
し
た
と
聞
く
。

私

た
ち

の
ピ

ッ
ク
ア

ッ
プ

型

ラ

ン
ド

ク
ル
ー

ザ

ー
は
、
負
傷

者
た
ち
と

村
長

を
乗
せ
て
夜

中

の
二
時

前
に
出
発

し
た
。

夜

道

の
運
転

は
は
じ

め
て
で
あ
る
。

四
時

に
町

に
着

き
負

傷
者

を
病

院

に
運
び
ん
だ
。

こ
の
日
は
二
時

間
仮

眠

し
た

あ
と
、
役

所

で
状

況
報

告
を
し
て
夕
方

に
村

に

す
。
大
変

優
れ
た
展

示
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し

「誰
が
」

「何

の
た
め
に
残
す
の
か
」
が
問
題
で
す
。

桃

木

一
歴
史
学

は
か
つ
て
な
ら

「
平
和
」

や

「民

衆
」

の
た
め
と
言
え
た
わ
け
で
す
が
、
今
は
そ
れ
で
は

ち
ょ
っ
と
具

合
が
悪
く
な
り
ま
し
て
、
本

当

に
悩

ん
で
い
る
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

渥

美

冖
館
内

に
は
圧
倒

的
な
資

料

と
語
り
が
あ
っ
て
、

電
子
メ
デ
ィ
ア
を
使

っ
て
聞
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
何
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た

わ
れ
わ
れ
は
何
を
持

っ
て
帰

っ
た
ら
い
い
の
か
、

第

三
者
と
し
て
そ
う
い
う
も
の
を
ど
う
見
た
ら
よ
い
の

か
と
大
変
と
ま
ど
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
意

味
を
私
は
う
ま
く
消
化
し
き
れ
な
か
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
で
も
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

る
の
で
同
じ
だ
と

思
い
ま
す
が
、
死
者

は
死
ん
で

お
ら
れ
る
の
で
語
れ
な
い
。

生
き
残

ら
れ
た
方
の

語
り
は
集

め
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、

一
番
無

念
な

思

い
を
さ
れ
て
い
る
の
は
亡
く

な
ら
れ
た
方

で
す

よ
ね
。

そ
う
い
う
と

こ
ろ
は
資

料
を
整
理

さ
れ
る

と
き
に
は
ど
の
よ
う

に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で

す
か
?

桃
木

一
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
も
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
に
は
客
観

的
な
体

験
の
継
承

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
て
、

そ

の
博

物
館

が
作
ら
れ
た
り
、
教

育

現
場

で
も

亅

教

え
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
そ
れ
と

ンヨシ

遺
族

の
感
情
と
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

イ茄

ま
た
別

の
面
で
は
、

亡

く
な
っ
た
本
人

で
は
な
い

メ
叺
コ

遺
族

が
、

あ
る
種
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
こ
と
も

含
め

「捌

て
、
力
を
持

。
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
部
分

は
日

本
に
お
い
て
も
疑
問
に
感
じ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
ベ

ト
ナ
ム
で
も
、
戦

争
で
死
ん
だ
人
を
国
が
ま
つ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
政

権
が

も
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
す
が
、

そ

う
い
う
も

の
に
回
収
さ
れ
な
い
部

分
を
ど
う
捉

え

て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
議

論
が
始

ま
っ
た
ば

か
り
の
問

題
な
の
で
す
。

出

来
事
と
の
距

離

桃

木

一
コ
ン
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー

・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
学

と
し
て

認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
つ
い
二
、
三
〇
年

前
の
こ
と
で
す
。

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ベ
ト
ナ

ム
戦

争
に
つ
い
て
の
語
り
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
戦

中

、
戦

後
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
な

本
が
出
さ

れ
て

い
ま

す
。

そ

の
中

で
非
常

に
印

象

的

だ
っ
た

の

は
、

「
九
九

一
年
に

『
歴
史
と
し
て
の
ベ
ト
ナ
ム

戦

争
』

と
い
う
本
が
日
本

か
ら
出

さ
れ
た
こ
と
で

す
。

内
容
上
も
歴
史
学
者
の
誰
が
見
て
も

「こ
れ

は
歴
史

だ
」
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

の
記
述
が
出

て
き
た
の
は
、
そ

こ
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。

海

外

で

も
よ
う
や
く
そ
の
頃
か
ら
、
同
種

の
も
の
が
出
て

き
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本

当
の
コ
ン
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー

・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
の
は
矛
盾
が
あ
っ
て
、

成
り
立

た
な
い
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

そ
こ
に
は

い
く

つ
か
段

階
が
あ
っ
て
、
事
柄
に
よ
っ
て
は

一
世

代
ぐ

ら
い
た
た
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
も
あ
る
の
か

な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

記
録
の
公
開
や
記
憶
に

も
か
か
わ
っ
て
、
時
間
が
た
た
な
い
と
歴
史
に
は
な

ら
な
い
。
当

事
者

自
身

の
も

の
と
は
異
な

る
語
り

方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
抽
象

化
し
た
語
り
が

体
系

的
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、

歴
史
に

は
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。

本
間

冖
こ
れ
ま
で
の
お
話

で
、
渥

美
先
生

は
あ
る
現
場

に
参

加
し
た
者
が
伝
達

の
回
路
と
な
っ
て
別
の
現

場
に
接
ぎ
木
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
、
ま
た

桃
木
先
生

は
、
歴
史

と
し
て
対

象
と
す
る
た
め
に

は
時

間
の
隔
た
り
が
必
要

で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
私

は
臨
床
哲
学

と
い
う
も
の
に
か
か
わ
っ
て

お
り
、

そ
こ
で

「現
場
性
」

と
は
何
か
を
数
年
議

論
し
て
き
ま
し
た
が
、

あ
る
現

場
の
活
動

を
見
て
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戻

っ
た
。

五
日
に
な
る
と
疲
れ
果
て
た
追
跡
者

が

村

に
戻
り
は
じ
め
た
。

北
東

方
向
に
約
五
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
足
跡
を
追

跡
し
た
が
追

い
つ
け
な
か
っ

た
と

い
う
。

逃
げ
た
方
向

か
ら
し
て
、

犯
人
は
ロ

ピ

ッ
ト
人

で
は
な
い
の
で
は
と

い
う
噂

が
流

れ
は

じ
め
る
。

町
に
運
ん
だ

負
傷

者

の
う
ち
、
貫

通

創

を
負

っ
た
若
者

が
遺
体

に
な

っ
て
村

に
戻

っ
て

き
た
。
電

気
も
手

術
の
設
備

も
な
い
病
院

で
は
、

処
置

の
し
よ
う
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

六
日
と

一
六
日
に
は
、
パ
リ

の
六
集
落
全
部

の

男

た
ち
約

千
名

が
参

加
し
た
全
体
会

議

が
村

は

ず
れ
の
木

の
下
で
開

催
さ
れ
た
。

「
た
だ

ち
に
ロ

ピ
ッ
ト
を
襲
撃
し
報

復
す
る
」
と
い
う
ブ
ラ
集

落

の
意

見

は
退

け
ら
れ
、
密

偵
の
派

遣
と

小
銃

と

弾

薬
の
入
手

が
決

定

さ
れ
た
。

一
方
、

ブ
ラ
の

男

た
ち

は
、

こ
の
災
厄

の
原
因

を
議
論

し
、
前

年

に
死
ん
だ

二
人

の
男

の
呪
詛

の
せ
い
で
あ
る
と

い
う
結

論

に
達
し
た
。

彼

ら

の
墓

は
あ
ば

か
れ
、

遺

骸
は
村

の
外

で
焼
き

捨
て
ら
れ
た
。

一
七
日

に
は
、
掠

奪
さ
れ
た
牛

の

一
部
が
ト
ポ
サ
人

の
地

で
発
見

さ
れ
た
と

い
う
知

ら
せ
が
届

く
。

事
件

発
生

か
ら
二
週
間
を

へ
て
、
よ
う
や
く
襲
撃
者

が

特
定

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
襲

撃

・
掠
奪

と

い
う
出
来

事

は
、
非

常

事

態

の
も

と
で
社
会

の
政
治

と
軍

事

が
い
か
に

動

い
て
い
く

の
か
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
機
会

に

な

っ
た
。

ひ
と

つ
の
共
同
体
、
政
体

と
し
て
の
ま

と

ま
り
と
と

も
に
、
集
落

間

の
対
立
も

露
呈
し

た
の
で
あ
る
。

地
方

政
府

や
警

察

の
無
力

さ
も

実

感
し

た
。

ま

た
、

よ
そ
者

で
は
あ

る
が
村

で

生
活
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
う
し
た
事

態
に
ど
う

コ
ミ
ッ
ト
し
た
ら
よ
い
の
か
、
す
る
べ
き
な
の
か
を

考

え
さ
せ
ら
れ
る
契
機

に
も
な
っ
た
。

一
九
八
三

年

以
降
、

パ
リ
人
は
民
族

集
団

間
の
襲

撃
と

掠

奪
、
そ
し
て
全
面

的
な
内

戦
と
い
う

お
お
き
な
時

い
く
と
き
、

そ
こ
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ

が
ど
う
な
る
の
か
を
語
る
の
は
必
ず

し
も
そ
こ
に
い

る
人

だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
共
通

し
て
い
る
の
は
、
当
事

者
そ

の
ま
ま
の

語
り
で
は
な
い
語
り
の
可
能

性
で
す
。

そ
こ
で
は

た
ん
に
時

間
的

な
隔
た
り
だ
け
で
は
な

く
、
抽
象

的
な
意
味
で
の
距
離
が
現
場
に
対
し
て
必
要
だ
と
。

で
は
こ
の
距
離

な
い
し
距
離

感
と
は
何
で
し
ょ

う
か
。

具
体
的
に
言
え
ば
、

亡
く
な
っ
た
方

の
語

り
は
ど
う
し
て
も
不
在
で
、
そ
の
不
在
を
埋
め
る

別
の
語
り
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
力
を
持

ち
、

現
場

を
支
配
す
る
。

こ
う
し
た
語
り
の
現
在
性

、
誰
が

語
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
ど
う
し
て
も
密
着

し
て

起
こ
っ
て
し
ま
う
欠
落
と
い
う
か
、
語
り
得
ぬ
者
、

語
ら
れ
な
い
空
白
の
場
所
に
む
し
ろ
当
事
者

で
な

い
も
の
が
そ

こ
に
関
与
し
得
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
?

桃

木

一
わ
れ
わ
れ
の
分
野

で
も
、
純
粋
客

観
主
義

の
時

代
は
別
に
し
て
、
そ
の
問
題
を

め
ぐ

っ
て
揺
れ
動

い
て
き
ま
し
た
。

私
が
専
門
と
す
る
東
洋
史

の
場

合
に
は
、
ア
ジ
ア
と
い
う
表
象

を
ど
う
考
え
る
か
と

い
う

歴
史
学
特

有

の
問

題
も
混
ざ

っ
て
い
て
、
た

と
え
ば

「ア
ジ

ア
の
民

衆
の
立
場

に
立

つ
」

と
い

凶

う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
さ
ん
ざ
ん
論
争
が
繰
り
返
さ
れ

な鮒

た
。

ア
ジ
ア
の
民
衆
の
代
弁
を
す

る
の
が
学
者

で

轄

あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
非
常

に
安
直

に
言

わ

当甜

れ
た
こ
と
に
対
す

る
批

判
が
あ
り
ま
し
た
。

で
は

ま陶

学
者
が
か
か
わ
る
意

味
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、

制

当
事
者
と
ピ
ン
ポ
ン
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら

か
の
助

け
に
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。
ピ
ン
ポ

ン
の
仕

方
に
つ
い
て
も
皆
悩

み
な
が
ら
や
っ
て
き
て

い
る
。

渥
美

一
距
離
感
と
い
う
の
は
大
変

い
い
ま
と
め
だ
と
思
い

ま
す
。

時
間
的

・
空
間
的
、

あ
る
い
は
論
理
的
に

距
離
が
あ
る
。

学
者
と
し
て
そ
の
あ
る
な
し
を
言

私
た
ち

の
社

会

は
多

く
の
社

会
問

題
を
抱

え

て
い
ま
す
。

実
は
、
社
会

は
社
会
統
合

の
た
め
に

つ
ね

に

〈社

会
問
題

〉
を
必

要
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

社
会
問
題

は
、
そ
の

社
会

に
課

題
を
与
え
、
方
向

を
与
え
ま
す
。

そ

れ
に
よ
っ
て
、
社
会
は
、
ひ
と

つ
の
物
語

を
共
有

す
る
こ
と

に
な
り

ま
す
。

(も
ち
ろ
ん
、
社
会
が

ひ
と
つ
の
物

語

を
共
有

す
る
仕
方

は
、
社

会

問

題
に
か
ぎ
ら
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
)

私
た
ち
は
、
テ
レ
ビ
や
新

聞
を
通
し
て
多
く

の

社
会

的
な
出
来

事
を
知

り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ

の
様

々
な
出
来

事

を
、

ほ
と
ん
ど
無

意
識

の
う

ち
に
、
社
会

の
な
か
に
位
置

づ
け
て
理

解
し
て
い

ま
す
。

そ
の
と

き
私

た
ち
は
、

そ
れ
を
社

会

問

題
に
関

係
づ
け
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
多

い
よ

う

に
思
わ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
失

業
者

が
通

行
人
を
無
差

別
に
刺

す
と

い
う
事
件

が
あ
る
と
、

そ
れ
を
失
業

問
題

と
か
犯
罪

の
増
加

と

い
う
社

会
問
題

の
「現
れ
」
や
=

事
例
」
と
し
て
「
解
釈
」

し
ま
す
。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
適
切

に
解

釈
で
き
な

い

出
来

事

に
遭

遇
す

る
と
、
し
ば

し
ば

社
会

は
パ

ニ
ッ
ク
に
な
り
、
性
急
な
解
釈

が
無
理

や
り
に
求

め
ら
れ
た
り

し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
神

戸

の
連

続
児

童
殺

傷
事

件
が
そ

う
で
し
た
し
、
最

近

で

は

しり
》
男
し・
騒
動
に
、
そ
れ
が
見

ら
れ
ま
す
。

ち
な

み
に

「
パ
ニ
ッ
ク

(嚏
皀
∩)
」
と

は
、
「
牧
神

(勺
磐
)

が
引

き
起

こ
す
出

来
事

」

と
い
う
意
味

の
よ
う

で
す
。

出

来
事

を
う
ま

く
理
解

す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
、
私
た
ち
は
、

「牧

神
」

を
引
き
合

い
に
出
し
て
ま
で
も
、
と
に
か
く
出
来
事

を
理
解

せ
ず
に
は
お
れ
な
い
存

在
な
の
で
し
ょ
う
。

逆

に
、
同
じ

よ
う
な
出
来

事

が
頻

発
す

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
出
来
事

が
社
会

問

題

と
し
て
見
え

て
く

る
と
い
う

こ
と

も
あ

り
ま

代

の
う
ね
り
の
な
か
に
巻
き

こ
ま
れ
て
い
く

こ
と

に
な
る
。

今

か
ら

思

う
と
、

こ
の
出
来
事

は
そ

の
開
始
を
告
げ
る
事

件
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
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う
の
で
は
な
く
て
、
う
ま
く
そ
れ
に
乗

っ
て
、近
寄

っ

た
り
遠
ざ
か
っ
た
り
す
る
運

動
を
考
え
た
い
と
思

っ

て
い
ま
す
。

災
害
の
現
場
で
す
と
、
被
災
直

後
は

距
離
と
か
言
っ
て
い
る
余
裕
は
全

然
な
い
わ
け
で
す

か
ら
、
そ

の
場

に
居
合

わ
せ
る
こ
と

し
か
で
き
な

い
。

ま
た
は

一
緒
の
風
景
の
中
に
佇
む
こ
と
し
か

で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
そ
ん
な
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
後

に
な

っ
て
、
距
離

を
調
整

す
る
と
き

の
糧
に
な
る

の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

注
意

し
て
お
き
た
い
の

は
、

被
災
さ
れ
た
か
た
の
代
弁

は
無
理
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。

語
り
の
複
数
性

渥
美

冖
最

近
、
東
京

大
空
襲

の
戦
災
資

料
セ
ン
タ
ー
と

い
う

と
こ
ろ
に
行

き
ま
し
た
。

大
空

襲
の
こ
と
は

他

の
博
物
館

で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
施
設

に
よ
っ
て
は
随
分
と
雰
囲
気
が
違

い
ま
す
。

い
わ
ゆ

る
客
観
的
な

歴
史
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
所
も

あ
れ
ば
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
怨

念
が
こ
も
っ

て
い
る
。

そ
こ
で
も
ま
た
厖
大
な
量
の
語
り
が
あ
っ

て
、
お
子
さ
ん
が
三
人
亡
く
な
っ
た
と
か
い
う
自
筆

の
も
の
が
残

っ
て
い
た
り
。

ま
た
、
来

館
し
て

「自

分
が
ど
う
大
変

だ
っ
た
か
」

と
い
う
こ
と
を
し
ゃ
べ

る
場

に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

わ
れ
わ
れ
は
大
阪

か
ら
そ

こ
に
行

き
、

ど
う
い
う
風
に
爆

撃
さ
れ
た

か
を
、
そ
の
場

で
初
め
て
知

る
。
本
当

の
当
事
者

も
そ
の
日
に
ど
う
爆

撃
さ
れ
た
か
な
ん
て
そ
の
日

に
は
分
か
ら
な
い
の
で
、
今
に
な
っ
て
こ
の
セ
ン
タ
ー

で
初
め
て
、
こ
う
い
う
エ
リ
ア
が
空

襲
に
あ
い
ま
し

た
と
聞
か
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

東
京
大

空
襲
は
大

き
な
出
来
事
で
す
が
、
で
は
、
時
と
場
所

の
違
う

私
た
ち
は
ど
う
理
解
し
て
い
く
べ
き
な

の
か
、
ど
う

か
か
わ
っ
て
い
い
の
か
、
や
は
り
距
離

の
取
り
方

に

悩

み
つ
つ
帰
っ
て
き
ま
し
た
。



す
。

こ
の
と

き
、

出
来
事

は
社

会
問

題

の
存

在

を

「
証
示

」
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
出
来
事
は
、

当

初

は
た
ん
な

る
偶

然

の
出
来

事
と

か
個

人
的

な

出
来

事
な

ど
と

し
て
解

釈

さ
れ
た
の
で
し

ょ

う
。
し

か
し
、

あ
る
と
き

か
ら
社

会
問

題
と

し

て
解

釈
さ
れ
、
そ
の

〈社

会
問
題
〉
が
社

会
的
に

「
構
成

」

さ
れ
る

の
で
す
。

た
と

え
ば
、
近

年

に
な
っ
て
社

会
問
題
と
し
て
認
知
さ
れ
た

「
児
童

虐

待

」

「
家

庭

内

暴
力

」

な
ど
が
、

こ
の
例

に

な

る
で
し
ょ
う
。

「
出
来

事
」

と

「
社
会
問
題
」

の
こ
の
よ

う
な
関
係

は
、
さ
ら
に

「
社
会
運
動
」

や

「
社
会

制
度
」

を
含

め
た
下

の
よ
う
な
見
取

り
図

の
中
に
整
理
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
が
出

来
事

を
理
解

す
る
と
き
、
私

た

ち

は
、
物
語
形

式

で
そ
れ
を
理
解

し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
交
通
事

故
に
つ
い
て
警
官

に
説
明
す

る
と
き
、

「本
線

に
出
よ
う
と
し
て
、
後

方
確

認

を
ち
ゃ
ん
と
し
た
ん
で
す
。

い
や
、
し
た
つ
も
り

だ

っ
た
ん
で
す
が
、

い
ざ
右
に
出
よ
う
と

す
る
と
、

い
き
な
り
後

ろ
か
ら
あ
の
車

が
や

っ
て
き
て
、
そ

れ
の
後

部
ド
ア
に
私

の
車

が
当
た

っ
て
し
ま

っ
た

ん
で
す
」

な
ど

と
説
明

し
ま
す
。

つ
ま
り
出

来

事
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
が
起

っ
た
経

緯
を
物
語

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

と

い
う
の
も
、

出

来
事

に
は
た

い
て
い
始

ま
り

と
中

間
と

終
わ

り
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
始
ま

り
と
中

間
と
終

わ

り
が
あ

る
こ
と

は
、
物

語

の
基

本
構

造

で
も

あ
る
か
ら
で
す
。

と

こ
ろ

で
ひ
と

つ
の
出

来
事

は
、
よ
り
大

き

な
物

語

の
中

に
そ

の
部

分
と

し
て
組

み
込
ま

れ

ま
す
。

そ
れ
が
出
来
た
と
き

に
初
め
て
、
そ
の
出

来

事
を

理
解

し
た
と

い
う
気

に
な
り

ま
す
。

た

と

え
ば
、
あ
る
量

販
店
の
業

績
悪
化

の
ニ
ュ
ー

ス

は
、

か
つ
て
す

ご
い
勢

い
で
急

成
長

し
た
そ

の
会

社

の
成

長
と
没

落

の
物
語

と
し
て
理

解

さ
れ
ま

す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
日
本

経
済
の
現
在

の
不

況

や
、
戦

後
の
日
本
経
済

の
成

功
と

没
落

の
物

語

と
い
う
よ
り
大
き
な
物
語

の

一
部
、

一
事
例
、

証

拠
、
兆

候
、

現
象
、

な
ど

と
し
て
解

釈

さ
れ

る

こ
と

に
な

り

ま
す
。

こ
の
大

き

な
物

語

は
、

冷
戦

後
の
世

界
経
済

の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
、
な
ど
の

更

に
よ

り
大
き

な
物
語

の
中

に
組
み
込

ま
れ
て

解
釈

さ
れ
る
こ
と
で
し

ょ
う
。

こ
の
よ

う
に
、
出

来
事

は
、

社
会

変

化

に
つ

い
て
の
あ
る
物
語

の
中

に
組
込
ま

れ
て

〈
解
釈

〉

さ
れ
ま
す
。

逆
に
、
社
会
変

化
に
つ
い
て
の
大
き

な
物
語
は
、
具
体
的
な
出
来
事

の
中

に
そ
の

〈
証

拠
〉
を
見
出
す
の
で
す
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
多

く

の
物
語

は
、
次

第

に
よ
り

大
き

な
物

語

の
中

に

包

摂
さ
れ
、
最
終

的

に
究

極

の
ひ
と

つ
の
大

き

な
物
語

の
中
に
包
摂

さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

い

ま

の
と

こ
ろ
、
そ
う
い
う

こ
と
に
は
な

っ
て
い
ま

せ
ん
。

で
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
出

来
事

を
物

語

る
と

き
、
起

こ
っ
た

こ

と
を
す
べ
て
語

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん

(仮
に
出

来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
物

語
に
は
な
り
ま

せ

ん
し
、
出

来
事

の
理
解

や
説

明

に
は
な
り
ま

せ

ん
。
)

私
達

は
、
物

語

に
お
い
て
、
起

こ
っ
た

こ

と
の

一
部

を
語

る
だ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
ど
の

部

分
を
ど

の
よ
う

に
語

る
か

(ど

の
部

分
と

結

び

つ
け
て
語

る
か
)

の
違

い
に
よ

っ
て
、

複
数

の

物
語

が
可
能

に
な
り

ま
す
。

こ
こ
に
物

語
の
抗

争
が
生

ま
れ
ま
す
。

こ
の
物

語

の
抗
争

は
、

個

人

同
士

の
関
係

の
中

に
も
、
集

団
や
組

織
の
中
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篠田暁子

解決

 

昨

年

よ
り

「
R
V

M
V

(
ベ
ト
ナ

ム
少

数

民

族

無
形

文
化
遺

産
調
査

・
映
像
記

録
化

お
よ
び

人
材
育
成
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
)
」

に
参
加
し
て
い
る
。

そ
の
主
な
目
的
は
、
ベ
ト
ナ
ム
少
数

民
族
の
音
楽

や
舞
踊
等

を
日
越
共
同
で
映
像

記
録
化
し
、
「文

化
の
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を

つ
く
る
こ
と

に

あ
る
。

こ
の
事

業

の
鍵

は

「
ド
キ

ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」

と

い
う
聞

き
慣

れ
な

い
言
葉

に
あ

る
。

テ

レ
ビ

等

で
観

る

「
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」

と
い
う
も

の

が
、
事

実
を
装

い
つ
つ
も
作
り
手

の
意

図
に
よ

っ

て
脚
色

さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、

「
ド
キ

ュ
メ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
」

と

は
作
為
を
排
除
し
た
事

実
の
記

録

で
あ
る
、
と

い
う
の
が
そ
の
定

義
で
あ

る
。
だ

が
実

際
、

調
査

班

は
あ
く

ま
で
調

査
班

と
し
て

村

を
訪
れ
、
相
応
の
待
遇
を
受
け
つ
つ
、
所
定

の

期

間
内

で

「鑑

賞
に
堪

え
得
る
」

成
果
を
仕
上

る
た
め
、
村

人
を
巻

き
込
み
な
が
ら
尽
力
す
る
。

理
念
と

現
実

と

の
隔
た
り
。

こ
れ
が
参

加
者

た

ち

の
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問

を
残
し
た
よ
う
だ
。

し
か
し
事
業

の
目
的
に
は

「
若
手

人
材
の
育
成

」

も
含

ま
れ
て
い
て
、
む
し
ろ
実
践
を
通
し
て
各
自

に

「
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」

の
あ
る
べ
き
形
を

考
え
さ
せ
る
こ
と

こ
そ
、
狙
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

私

が
今

回

こ
う

し
た
点

を
根
本

的

に
考
え

さ

せ
ら
れ
た
の
は
、
撮
影

時

の
あ

る
ハ
プ

ニ
ン
グ

の

瞬

間
だ

っ
た
。

私

の
班

が
訪

れ
た
村

で
は
、
人

び
と

は
自
然

に
即
し
た
生
活

を
送

っ
て
い
た
。

つ

ま

り
炊
事

は
す
べ
て
薪

で
お
こ
な
い
、
夜

に
は
電

燈

も
テ
レ
ビ
も
な
い
。

こ
ん
な
彼

ら
の
質
素
な
生

活

に
お
い
て
、
私
た
ち

の

「調
査

」

や

「
撮
影

」

と

い
う
行
為
は
、
か
な
り
画
期
的
な
出
来
事
だ

っ

た
よ

う
だ
。

と

も
か
く
私

た
ち
は
撮
影

に
さ
い

し
、
特

に
再

現
風

の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
せ
ず
、
村

の
い
ろ

い
ろ
な
芸
能
を

一
箇
所
に
集

め
て
撮
影

す

一
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一 三
谷

冖
さ
き
ほ
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
お
話

で
も
そ
う
な

の
で
す
が
、
私

た
ち
は
当

事
者
で
あ
り
え
な
い
と

い
う
場
合
が
圧
倒
的

に
多
い
わ
け
で
す
。

当
事

者

で
な

い
と
き
、
私

た
ち

は

一
体

ど
う
い
う
ふ
う
に

向

き
合
う
の
で
し
ょ
う
か
?

渥
美

冖
変
な
言

い
方
で
す
が

「黙
っ
て
向
き
合
う
」
と
し

か
い
い
よ
う
が
な

い
ん
で
す
。

語
れ
な
い
も
の
は
語

れ
な
い
。

た
だ
、
語

り
の
場
が
開
か
れ
て
く

る
と

ふ
と

「私

の
時

は
こ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
当
事

者

で
な

い
と
分
か
ら
な
い
話

が
出
る
。

し
か
し
聴

く

方

は
九
十

九
パ
ー
セ
ン
ト
が
当
事

者
で
な
い
の
で
、

そ
こ
か
ら
ど
う
抽

象
化
す

る
か
、

【
般
に
通
じ
る

こ
と
ば
に
で
き
る
か
ど
う
か
を
模
索

し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
誤
解

の
積

み
重

ね
な
ん
で
す
。

お
互
い
に

誤
解
し
な
が
ら
ず

っ
と
分
か
っ
た

つ
も
り
で
き
て
、

や
っ
ぱ
り
誤
解
だ
っ
た
と
、
振
り
出
し
に
戻
っ
て
対

話
を
続
け
る
こ
と
し
か
、
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
な
い

の
か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
や
は
り
対
話
の

場

面
の
当
事
者

で
な
い
人
、

つ
ま
り
そ
こ
に
い
な
い

人
も
い
て
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
か
が
ま
た
問

題
で
す
。

三
谷

冖
研
究

主
体
が
当
事
者

性
を
持
た
な
い
対
象

に
ど

う

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
か
と
い
う
根

拠
は
以
前

か

ら
ふ
た
つ
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ひ
と
つ
は
共
感

能
力

が
あ
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
歴
史
学

な
ど
で
洗

練

さ
れ
て
き
て
い
る
資
料

の
操

作
技

法
で
す
ね
。

さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
操
作

す
る
こ
と
で
、
対

象

に
肉
迫
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
操
作
性

と
い

う
も

の
は
、
よ
り
洗

練
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
す
。

後
者

は

一
種

の
科

学

性
な
り
方
法

論

の

基
盤

で
す
。

従
来
は
そ
の
両
方
を
背

景
に
持
っ
て
い
る
か
ら
、

対

象
に
接
近
で
き
る
と
い
う
議
論
で
し
た
。

と
こ

ろ
が
今
や
そ
の
両
方

に
対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
根
拠

が
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

ま
さ
に
そ

こ
が
伝
統

的
な
人
文

学
に
向

け
ら
れ
て
い
る
批

判

で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

渥
美

冖
わ
れ
わ
れ
の
分

野
で
は

「協

同
的
実

践
」

と
い

う

言
葉
を
使

っ
て
い
ま
し
て
、

こ
れ
は
凄

く
過

激

な

も
の
か
ら
そ
う
で
な
い
も
の
ま

で
あ

る
の
で
す

が
、

}
番
過

激
な
も

の
は
研
究
者
が
入
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
現
場
を
当
然
変
え
て
い
く

の
だ
と
な
る
。

基
本

的
に
は
研
究
者

と
現
場

の
当
事
者
が

一
緒
に

な
っ
て
、

で
き
れ
ば
当
事
者

さ
え
も
気
づ
い
て
い
な

い
こ
と
に
気
づ
け
る
よ
う

に
い
ろ
い
ろ
な
言
説
を
つ

く
り
だ
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
現
場
が
変
わ
れ
ば

ハ
ッ
ピ
ー
だ
。

私
は
こ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
に
近
い
か
た

ち
で
現
場
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
当

事

者
が

「
そ
れ
は
違

う
」

と
言

っ
た
場
合

に
、
そ
れ

を
受

け
容
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
は
重
要
で

す
。

や
っ
ぱ
り
そ
こ
で
、

研
究
者
と
当

事
者
が
話

し
合

っ
て
、

目
標
な
り
を

一
緒
に
作
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
持
ち
味
を
交

わ
し
て
い
く
。

そ
う
い
う
風

な
こ
と
を
や
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

本
間

冖
問

題
は
、
た
だ
語
り
を
拝

聴
す
る
の
で
は
な
く
、

語

り
に
ど
う
加
わ

っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

語
り
手
が
生
き
て
い
る
限
り
、
常

に
文

句
を

言
わ
れ
、
ど
ん
な
に
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
し
て

も
、
そ
れ
は
違

う
と
い
う
こ
と
が
永
遠
に
続

く
。

つ

ま
り
、
出
来
事
に
つ
い
て
の
語
り
は
単

数
で
は
な
く

つ
ね
に
す
で
に
複
数

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
ん
に
数

が
多
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
つ
ど
生

み
出
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
た
と
え
ば
震
災

で
何

が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の
可
能
な
語
り
の
集
合
は

無
限

に
あ
る
。

そ
の
中
に
第

三
者
が
含

ま
れ
て
も

い
い
よ
う

な
、

未
来
向

け
て
産
出
さ
れ
る
複
数

性

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、

支

配
的

な
語
り
が
こ
う
し
た
語
り
の
複
数
性
を
抑

圧

し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

tzInterfaceHumanitiesInterfaceHumanities13



に
も
、
時

に
は
気

付
か
れ
な
い
ま
ま

に
、
時
に
は

ハ
ッ
キ
リ
と
、
存
在
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、

こ
の
抗
争
は
、

一
人
の
人
間

の
中

に
も
あ
り
ま
す
。

私

た
ち

は
個

人
と

し
て
も

集

団
と

し

て
も
、

さ
ま
ざ
ま

な
希

望
や
欲

望
、
将
来

に
対

す
る
見

通
し
、
現
状
や
過
去

に
つ
い
て
の
認
識
、
を
持

っ

て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
た

い
て
い
は
物

語
形
式

に
な
る
は
ず

で
す
。

そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
欲
望
や
認
識
は
、
し
ば
し
ば
矛
盾
し
合

い
ま
す
。

私

達
が
抱

え
て
い
る
個

人
的

な
問

題

も
社

会
問

題
も

こ
の
よ
う
な
矛

盾
か
ら

生
ま
れ

て
き
ま
す
。

と

こ
ろ
で
、

社
会

問
題
を
説

明
し
よ

う
と
す

る
と
、

こ
れ
も

ま
た
お
そ

ら
く

は
、
始

ま
り

と

中

間
と

終
わ

り
か
ら

な
る
物

語
に
な
る
で
し

ょ

う
。

た
だ
し
、
社

会

問
題
が
、
現
在

の
問
題

で

あ

る
と

き
に
は
、

そ

の
物

語

は
未

完

の
物

語
、

物

語
の
半
製

品

で
す
。

つ
ま
り
、
私

た
ち
の
世

界

に
は
、
互

い
に
矛
盾
し
た
り
す
れ
違

っ
た
り
す

る
物

語
の
半
製
品
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
す
。

キーワードを読 み解くためのブックガイド3入江幸男(い りえ・ゆきお)
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る
こ
と
に
し
た
。

短
い
期
間
で
は
そ
れ
ら
本
来
の

文

脈
に
立

ち
会

う

こ
と
は
不
可
能

だ
。

村

人
も

こ
の
事
情

を
理
解

し
、
会

場

の
提

供
か
ら
演

じ

手

集

め
ま

で
快

く
協
力

し
て
く
れ
た
。

何
よ
り

も
、
私

た
ち
の
行

為
に
予
測

不
能
な
興

味
を
覚

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
撮
影

会
場
は
見

物
に
来

た
村
人

で
溢
れ
た
。

こ
こ
ま

で
は
す
べ
て
順

調
に

進

ん
だ
。

だ
が
、
最
初

の
演

目
で
あ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
の
祈

祷

の
撮
影

で
、
状

況
は

一
変
し
た
。

撮
影

開
始

の
合

図
で
、

シ
ャ
ー

マ
ン
の
装

束

を
ま
と

っ
た
二

名

の
男

性

が
お
ず

お
ず
と

祈
祷

文
を
吟

じ
始

め

る
。

し
か
し
、
ど
う
も
様

子
が
お
か
し
い
。

そ
の

う
ち
二
人

の
声

は
次
第
に
か
細

く
な
り
、
途
切
れ
、

つ
い
に
黙

っ
て
そ
の
場
に
し
ゃ
が
み
込

ん
で
し
ま

っ

た
。

撮

影
を

一
旦

中

断
し
、

ス
タ

ッ
フ
が
駆

け

寄

っ
て
わ
け
を
聞
く
と
、
頭
を
抱
え
た
ま
ま

「
神

の
祟
り
が
怖

い
」

と
い
う
。

つ
ま
り
、
彼
ら

は
カ

メ
ラ
の
ま
え

に
立

っ
た
も
の
の
、

い
ざ

演
じ
て
み

る
と
、
儀

礼

の
場
以
外

で
宗

教
行
為

を
行
う

こ

と

に
た
い
す
る
罪
悪
感

に
耐
え
ら
れ
な
く
な

っ
た

の
だ

。

予
想
外

の
展

開
に
混

乱
す
る
撮
影

現
場
。

だ
が
そ
の
時
私

は
、
目
に
見
え
ぬ
存
在

に
怯
え
る

彼

ら
の
姿

に
強
烈
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感

じ
、
静

か
に
興
奮

し
た
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
私
だ
け
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

じ
つ
は
、

こ
の
村

は
か
な
り
文

化
の
中
央

化
が

進

ん
で
お
り
、
撮
影

素
材

を
集

め
る
段

階

で
苦

労

し
た
。

伝

統
文

化

な
ど
形
骸

化
し

て
い
る
の

で
は
と
危
惧

し
た
り

も
し
た
。

し
か
し
、

こ
の
予

期

せ
ぬ
出
来
事

の
瞬

間
、彼

ら
の
「
生
き
た
文
化
」

を
垣
間
見

た
気
が
し
た
の
だ
。

も

っ
と
も
、

こ
の

感

覚
は
い
ま
だ
私

の
な
か
で
た
ん
な
る
強
烈
な
印

象

と
し

て
の
域
を

出
な

い
。

彼

ら
が
恐
れ
る
も

の
が
ど
ん
な
存

在

で
、
実
生

活
と

ど
う

関
係

し

て

い
る

の
か
。

ま

た

私

た

ち

調

査

者

の
存

在

や
、

未

知

の

「
撮

影

」

と

い
う

出

来

事

が
、

人

び

と

の
心

や

文

化

に
ど

う

影

響

し

た

の
か
。

そ
ん

な

理

解

に
至

る

間

も

な

く
村

を
発

っ
た
。

「
ド

キ

ュ
メ
ン
テ

ー

シ
ョ
ン
」

な
る

も

の
を

、

記

述

行

為

に
よ

っ
て
真

実

を

脚

色

な

く

生

き

生

き

と

伝

え

る

こ
と
だ

と

考

え

る

な
ら

、

ジ

ョ
ル
ジ

ュ
・

コ
ン
ド

ミ

ナ

ス

(O
oo
「αQ
9

∩
8

匹
o
ヨ
冒
歩

一り
配

～

)
の

『
森

を
食

べ
る
人

々
1

ベ
ト
ナ
ム
高

地
、

ム
ノ
ン
グ

・
ガ

ル
族

の
サ

ル
・
ル
ク
村

で
石
の

精
霊
ゴ
オ
の
森
を
食

べ
た
年

の
記
録
』

は
、
文
章

に
よ
る
優
れ
た
文
化

の
ド
キ

ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
だ

ろ
う
。

今

回
ベ
ト
ナ
ム
に
行
く

ま
え

に
読

ん
だ
が
、

帰

国
後

に
再
び
読
む

と
さ
ら

に
奥

深

い
。

こ
の

焼
畑

農
耕

を
営
む

ム
ノ
ン
グ

・
ガ
ル
族

の
民
族

誌

に
お
い
て
、

著
者

は
個
人

的
解

釈

を
極
力

排
し

な
が
ら
、
文

化

の
正
確

か
つ
緻
密

な
描

写

に
徹

し
た
。

だ
が
何

よ

り
も

こ
の
民
族

誌

に
厚

み
を

も

た
せ
て
い
る
の
は
、
執
筆

の
さ
い
に
情
緒
的

表

現

を
避

け
な
が
ら

も
、

実
際

の
調

査

で
は
人
び

と

の
生
活
に
多
大

な
共
感

を
も
っ
て
関
与
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
あ
る
男
性
が
地
位

へ
の
執

着
か
ら

供
犠

交
換

儀
礼

の
実

現
に
奔

走
す
る
様
子
を

は

じ
め
、
著

者

は
村

で
の
出

来
事

に
研
究

者

と
し

て
の
限
を
注

ぐ

一
方
、

同
じ
人

問
と

し
て

一
喜

一
憂
し

つ
つ
巻

き
込

ま
れ
て
い
く
。

あ
る
時
は
感

情
移

入

の
あ
ま
り
、
性
的

禁
忌

の
罪

で
社
会

的

に
追

い
詰
め
ら
れ
た
女
性
を
必
死
で
弁

護
す
る
と

い
う
行
為

に
す
ら
及
ぶ
。

彼
は
た
だ
情
熱
を
も

っ

て
参
与

し
、
冷

静

に
記

述
す

る
。

こ
う
し

て
完

成
し
た
大

著
に
お
い
て
、

一
見

不
条
理
な
様
々
の

事

象
は
、
著

者

の
透

徹
し
た
観

察

眼
と
記
述

力

に
よ
っ
て
、

「
森
を
食

べ
て
生
き

る
」

ム
ノ
ン
グ

・

ガ

ル
族

の
世
界
観

へ
と

リ
ア
ル
に
描
き
出

さ
れ
る
。

そ

の

一
方
で
、

コ
ン
ド
ミ
ナ
ス
自
身

の
存
在
が
村

出
来
事
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
と
は
?

1

出
来
事
の
未
来

渥
美

一
震
災

で
も

語
り
部

と
い
う
人
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま

す
。

毎
回

語
る
の
は
し
ん
ど
い
か
ら
ビ
デ
オ
を
撮

る
と
良
い
の
で
は
な
い
か
と
つ
い
つ
い
思

っ
て
し
ま
い

ま
す
。
広
島

で
も

語
り
部
が
ビ
デ
オ
に
出
て
く
る
。

し
か
し
同
じ
語
り
で
も
ラ
イ
ブ
と
ビ
デ
オ
で
は
随

分
違

い
ま
す
。

「語
り
」

と
は
、

ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ

ト
と
し
て
記
録

さ
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、

語
り
の
場
全
体

を
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

本

人
た
ち
も
資
料

に
な

っ
た
も
の
と
生
き
た
語
り
と

は
違

う
と
お
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
ど

う
再
構
成
す
る
か
。
何
が
抜
け
落
ち
て
い
る
か
は
、

わ
れ
わ
れ
が
見
て
も
分
か
ら
な
い
。

そ
こ
に
な
に
が

あ
る
の
か
が
気

に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
た
と
え
ば

頑
な
に
ビ
デ
オ
を
拒

否
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

捨
て
き
れ
な
い
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思

い
ま
す
。

他
方
で
、
演

劇
に
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
て
、

そ
の
場

合
は
突
き
詰
め
た
言
葉

で
台
詞
と
し
て
出

し
て
い
か
れ
る
。

本
問

冖
演
劇

と
い
え
ば
、

何
か
悲
惨
な
経

験
と
い
う
も

の
が
も
と
も
と
そ

れ
ぞ

れ
あ
っ
て
、
物

語
が
作

ら

れ
て
、

そ
れ
ら
が
時
代

や
地
域

の
隔
た
り
を
経
て

全
然
違
う
も

の
に
な
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
ま
す
よ

ね
。

変

形
さ
れ
な
が
ら
残

っ
て
い
く
も

の
。

た
と

え
ば
童
話
や
寓

話
な
ど
が
そ
う
で
す
。

そ
う
い
う

か
た
ち

で
の
未

来

へ
の
展
望
と

い
う

の
は
あ
り
ま

す
か
?

渥
美

一
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
展
望
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
は

い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、

面
白

い
な
と
感

じ
て
い
ま

す
。

そ
れ
は
学
者
が
抽
象

化
す
る
作

業
と
似
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
演
劇
は
そ
れ
を

見
る
目
を
持
っ

た
人
が
い
る
と
随

分
違
う
よ
う
に
、
後
世

に
つ
た

え
る
た
め
に
は
リ
テ
ラ
シ
ー
が
ど
う
伝
わ
っ
て
い
く

か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

三
谷

冖
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
は
非
常

に
重
要
で
、
ビ
デ
オ
と

か
音

声
と
か
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
活

用
し
て
の
過

去
の
再
構
成
と
い
う
の
が
、

歴
史
学

で
も
大

き
な

課
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。

活
字
メ
デ
ィ
ア
以

外

の
メ
デ
ィ
ア
を
媒

体
に
す
る
歴
史
学
が
ど
う
展

開
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
問

題
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

桃
木

一
そ
の
点

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
先

鞭
を
つ
け
て
、
最

近
よ
う
や
く
日
本

で
も
議

論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。

博
物
館

と
の
結
び
つ
き
で
も
、
真

剣
な
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

従
来

で
す

と
歴
史
学

的
な
表

現
と
文
学

的
な
表

現
の
境
目
を
ど
う
考

え
る
か
と
い
う
よ
う
な
議
論

で
終

わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

や
も
っ
と
多
様
な
ビ

ジ
ュ
ア
ル
媒
体

な
ど
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
、
絵
画
史

も
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
す

ご
く

平
た
い
歴

史
を
継

承
す

る
こ
と
も
含

め
て
、

か
な
り
総
合
的
に
考
え
な
い
と
、
歴
史

教
育

一
般

が
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

渥
美

冖
災

害
に
ま
つ
わ
る
資
料

館
な
ど
に
も
よ
く
行
き

ま
す
が
、
揺

れ
た
り
、
光

っ
た
り
し
て
3
D
映
像

な
ど
迫

力
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
私
自

身
被
災

経
験

の
な
か
で
見
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

で
は
誰

の
目
で
見
て
い
る
の
か
。

カ
ー
ド
を

入
れ
る
と
被
害

に
遭
わ
れ
た
方

の
顔
が
出
て
く
る

装
置
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な

現
代
的

な
メ
デ
ィ
ア
も
あ
り
ま
す
が
、
詩
や
演

劇
や
音
楽

も
メ
デ
ィ
ア
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
も
う

少
し
振
り
返
る
べ
き
か
な
と
博
物
館

な
ん
か
を
訪

れ
る
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

本
間

冖
出
来
事

を
記
述

し
て
い
く
時
に
メ
デ
ィ
ア
が
多
様

化
し
て
再
現
性
な
ど
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
や
、

そ

れ
伴
っ
て
、

す
べ
て
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

し
て
参
照

可
能
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
?
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・

キーワードを読み解 くためのブックガイド対談編

ホワイトヘッド 『過程 と実 在(上)』

(松 籟社、1984)

岡真理 『記憶/物 語』

(岩波書店、2000)

豚・鶏・卵など、毎晩数品の美味しい食事が私たちに提供される。やは

り村人にとっては 「盆と正月が一諸にきた」ような食事なのだろうか。とり

あえず 「調査データ」として毎食前に撮影。(2002年10月2日 橿影)

スタッフ・村 人こぞって撮影会 場に向かうところ。文中のハプニングは、この前に起こる。(2002年ia月3日 撮影)

で
は
ひ
と

つ
の

「
出
来

事

」

で
あ
り
、

確
実

に

周

囲
へ
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
も
怠
り
な
く
記

述

さ
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
生
き
た
文
化

の
ド
キ
ュ

メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

る
。

R
V

M
V
の
限

ら
れ
た
調

査
期
間
で
は
当
然
、

コ
ン
ド
ミ
ナ
ス
が

一
年

間

に
わ
た

る
濃

い
生
活

体

験

を
経

て
書
き

上
げ
た
厚

い
民

族
誌

に
匹
敵
す

る
も

の
は
望

め
ま

い
。

短

期

聞
で
成
果

を
求

め

る
切
迫

感

は
、

予
定

調
和
を
好

み
、
不
条

理
を

恐
れ
る
。

し
か
し
慌
し
さ
の
な
か
、
ふ
と

し
た
亀

裂
か
ら
文

化
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
こ
ぼ
れ
る
瞬

間

が
確

か
に
あ
る
。

祟

り
を
恐
れ
て
蹲

っ
た
男
性

の

よ
う
に
。

も
し
こ
う
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
、
「映

像

に
よ
る
民
族

誌
」

と
し
て
追
求
し

た
ら
ど

う

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
も

コ
ン
ド
ミ
ナ
ス
の
よ
う
に
、

撮
影
者

自

身
が
撮

影
行

為

の
主
体

か
つ
客
体

と

な
る
ま
で
、

対
象

文
化

に
肉

迫
し
た
ら
。

だ
が

気
に
な
る
の
は
、
あ

の
時

二
人

の
シ
ャ
ー
マ
ン
を
法

え
さ
せ
た
、

カ
メ
ラ
と
い
う

「
眼
」

の
威

力
だ
。

た
と

え
正

確
な
文

化

の
記

述
に
徹
し

て
も
、

こ

の
過

剰

な
力
を
持

つ
装

置
自

体
、

は
た
し
て
現

地
で
ペ
ン
と
同
様

の
さ
り
げ
な
い
存
在

に
と
ど
ま

り
得
る
の
だ

ろ
う
か
?

私

の
思
い
は
、
さ
ら

に
複

雑
に
広
が
っ
て
い
る
。

キーワードを読み解くためのブックガイド4篠 田暁子(し のだ ・あきこ}

1972年 生まれ。1996年 慶応義

塾大学文学部哲学科美学美術史

学専攻卒業。2001年 大阪芸術大

学大学院芸術文化研究科博士課

程修了。同大学院芸術文化研究

科の助手を経て、2003年 度より大

阪大学COE研 究員。専門は民族

音楽学(東 南アジアの芸能文化)。

ジョル ジュ ・コンドミナ ス 「森 を食 べ る人 々 一 ベ トナ ム 高 地 、 ム ノン グ ・ガ ル 族 の サ

ル ・ル ク村 で 石 の 精 霊 ゴオの 森 を食 べ た年 の 記 録 』(紀 伊 國 屋 書 店 、1993)

(原著:NousAvonsMangeLaForet.delaPierre-GenieGoo/GeorgesCondominas,Parisl

MercuredeFrance,1957)

伊藤俊治 ・港千尋(編)「 映像人類学の冒険』

(せりか書房、1999)

桃
木

一
文
献

だ
け
で
、
あ

る
い
は
黒
板
に
書

く
だ
け
で

授
業

を
や
っ
て
い
た
時
代
に
比
べ
れ
ば
と
て
も
良
い

時
代
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
で
選
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
自
分

で
組

み
立
て
な
け
れ
ば
結

局
使
い
物

に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
す
ま
す
大

き
い
で
す
ね
。

た
だ
、

た
ん
に
メ
デ
ィ
ア
を
使

っ
て

加

い
れ
ば
い
い
と
い
う
時
代
は
も
う
終

わ
っ
て
い
ま
す
。

劃鍬

ま
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
こ
と
で
、
非
常

に
広
い

ゾ

範
囲
ま
で
調
べ
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
の
は
も
の
す

力法方

ご

く
良

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
に

捌

は
限
界
が
あ
っ
て
、
名
人
芸
し
か
な
い
と
い
う
話
に

な
る
の
で
す
が
、

た
と
え
ば
、

将
棋

と
い
う
ゲ
ー

ム
は
い
ま
だ
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
人
間

に
勝
て
な
い
そ

う
で
す
よ
ね
。

チ
ェ
ス
や
囲
碁

は
勝

て
る
け
れ
ど

も
。

お
そ
ら
く
そ
う
い
う
領
域
と
い
う
の
は
、
永

遠
に
あ
る
だ
ろ
う
と
。
領

域
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
こ

と
は
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

渥
美

冖
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
大
き
く
な
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
手
放

し
で
バ
ラ
色

の
未
来

は
感
じ

ま
せ
ん
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
い
う
と
容

量
で
話

を
さ

れ
ま
す
が
、
容

量
が
大
き
く
な
る
と
い
う

話
で
ご

ま
か
さ
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
L
ク
で
現
場
す
べ
て
記
録
し
て
こ
い
と
言

わ
れ
て

も
、

何
が
現
場
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
の
と

同
じ
で
す
。

桃

木
.冖
事
実

上
、
す
べ
て
記
録

す
る
こ
と
な
ど

不
可
能

で
す
し
。

三
谷

冖
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
大

き
く
な
る
と
逆
に
出
来

事
性
、

物

語
性

を
ど
う
や
っ
て
構
築
す

る
か
と
い
う

力
が

大
き
く
働
い
て
、
セ
レ
ク
ト
の
原
理
が
重
要
に
な
り

ま
す
よ
ね
。
選
ん
で
配
列
す
る
と
い
う
操

作
に
な

り
ま
す
か
ら
。
結

局
出

来
事
と
い
う

の
は
始

ま
り

が
あ
っ
て
、
中

間
が
あ
っ
て
、
終

り
が
あ
っ
て
、
閉

じ
て
い
る
。

閉

じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

「
連

の

事
件

の
経
過
を
整

理
し
て
提
示
す
る
と
い
う
仕
方

で
す
。
そ
れ
は
歴
史
学
が
や
っ
て
も
文
学
が
や
っ
て

も
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
、
人
間
が
経
験

を
伝

達
す
る
と
い
う
と
き

の
も
っ
と
も
基
本
的

な

形

式
だ
と
思

う
。

そ
れ
ほ
ど
深

く
物

語
的
な

経

験

の
伝
達
行
動
が
わ
れ
わ
れ
の
中
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
な
り
の
部
分
が
規

定

さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

渥
美

一
私

の
分
野
は
、
始
ま
り
、
中

間
、
終
り
が
あ
っ
て
、

さ
ら
に
終
り
か
ら
先

へ
ど

う
し
て
行
く

か
と
い
う

部

分
に
興
味
が
あ
る
分
野
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
ま
た
新
し
い
始

ま
り
で
も
あ
る
の
で
す
が
。

ど
っ
ち
を

見
る
か
と
い
う
と
、
ひ
と
つ
の
出
来
事
が

終
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
且
え
た
と
き
に
次
は
ど
う
す

る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
出
来
事
の
中

間
か

ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
谷

一
そ
れ
は
ま
さ
に
、
次
の
物
語
が
未
来
へ
向

け
て
構

想
さ
れ
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

一
同

冖
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

桃木至朗(も もき・しろう>

P4写 真右

渥美公秀(あ つみ ・ともひで>

Pa写 真左

1955年 生まれ。京都大学大学院

文学研究科博士課程中途退学。

京都大学、大阪外国語大学などを

へて、大阪大学大学院文学研究科

教授(東 南アジア史/アジァ海域

史)。著書に、『歴史世界としての

東南アジア亅(山川出版社)、『ベト

ナムの事典』(同朋舎)、『チャンパ
ー歴史・末裔・建築』(めこん)など。

1961年 生まれ。大阪大学大学院

人間科学研究科博士課程修了。

心理学博士(ミシガン大学)。神戸

大学をへて大阪大学大学院人間科

学研究科助教授(ボ ランティア人

間学)。著書に、『心理学者が見た

阪神大震災』(ナカニシヤ出版).dボ

ランティアの知一実践としてのボラン

ティア研究J〔大阪大学出版会)など。
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大阪大学zi世 紀COE「 インターフェイスの人文学一

InterfaceHumanitiesEventPic

シルクロードと世界史

資料の読解から中央アジアを読み解く

中 央 ア ジア学 フォーラム2002,12.7,2003.3.2g

海から見たアジアの歴史と史料

「海 域 ア ジア 史 研 究 会 」月例 会2003.1.25,z.22,3.22,4.26,5.24

呂
トランスナショナリティ研 究

気鋭の講 師陣 に よる連続 セ ミナー

トラ ン ス ナ シ ョナ リテ ィ研 究 セ ミナ ー(第1回 ～ 第8回)2002,12,20,2003.2,21,3.6,3.14,3.28,4.18,5.9,5.30

噛
イメージとしての 〈日本 〉

D留 学生、海外の研究者たちが世界の中の日本文学を語る

「日本文 学国 際研 究会」基 調報 告とシンポジウム2003.3.16

Eマ ンガが映す各国の社会

「イメージとしての 〈日本〉」研 究 プロジェクト第1回 ワークショップ

それぞれのマンガ体 験、 それぞれの語 りの位 置 一マンガの語 り方 ・国際 比較 研究 一2003.5.26

言語の接触と混交

F地 域から日本語を介して世界へ

言 語 文 化 研 究 科 座 談 会 「地 域 社 会 に おける 日本 語 教 育 」2003.3.3

Gブ ラジル日系社会からみた日本語

国 際 研 究 会 「越 境 する日本 語 一ブラジル 日系 社 会 の 言 語 をめ ぐって 」2003.3.11

Hカ ナダの多言語社会の実態

SomeAspectsofMulticulturalandMultilingualDimension

inCanada2003.5.27



1会 「グローバル化
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