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情
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井
郁
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表
紙

「
色
づ
い
て
艶
め
い
て
、野
趣
に
富
む
秋
の
草
ぐ
さ
」

高
原
に
群
生
し
、大
ぶ
り
の
葉
が
特
徴
の
雄お
た
か
ら
こ
う

宝
香
。

夏
に
咲
か
せ
た
花
が
終
わ
り
、

葉
は
、ひ
と
仕
事
終
え
た
か
の
よ
う
に

誇
ら
し
げ
に
色
を
変
え
傷
を
見
せ
る
。

深
紅
に
艶
め
く
山や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
実
と
、革
袋
に
入
れ
、

野
趣
に
富
む
秋
の
空
間
を
形
づ
く
る
。

花
／
雄
宝
香
の
葉
、山
芍
薬
の
実

器
／
ペル
ー
の
革
袋

所
収
／
平
凡
社
刊『
別
冊
太
陽　

川
瀬
敏
郎	

四
季
の
花
手
帖
２
』

撮
影
／
滝
浦	

哲

花
人　
　

川
瀬
敏
郎　
　

か
わ
せ	

と
し
ろ
う　
　

一
九
四
八
年
京
都
府
生
ま
れ
。
幼
少
よ
り
池
坊
の
花
を
学
び
、

日
本
大
学
芸
術
学
部
を
卒
業
後
、パ
リ
大
学
へ
留
学
。
演
劇
、映
画
を
研
究
す
る
。

帰
国
後
は
流
派
に
属
さ
ず
、い
け
ば
な
の
原
型「
た
て
は
な
」と
、

千
利
休
が
大
成
し
た
自
由
な
花「
な
げ
い
れ
」を
も
と
に
、

花
に
よ
っ
て「
日
本
の
肖
像
」を
描
く
と
い
う
独
自
の
創
作
活
動
を
続
け
る
。

二
〇
〇
九
年「
京
都
府
文
化
功
労
賞
」受
賞
。
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二
〇
〇
二
年
Ｄ
・マッ
グ
レ
イ
が「
ジ
ャ
パン
ク
ー
ル
」を
提
唱
し
、〇
四
年
Ｊ
・ナ
イ
が「
ソ
フ
ト
パワ
ー
」概
念
を
提
唱
。

文
化
力
に
注
目
が
集
ま
り
、と
り
わ
け
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
、ゲ
ー
ム
、食
、フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、音
楽
な
ど
が

国
際
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、自
覚
に
乏
し
か
っ
た
日
本
。

ク
ー
ル
ジ
ャ
パン
関
連
の
政
策
も
数
多
く
出
さ
れ
た
が
、大
き
な
う
ね
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

今
、改
め
て
国
も「
文
化
産
業
大
国
戦
略
」策
定
に
動
く
な
か
、

「
日
本
の
文
化
力
」の
現
状
を
見
な
が
ら
、そ
の
源
泉
と
生
か
し
方
を
考
え
た
い
。

ク
ー
ル
ジ
ャ
パン
、

ソ
フ
ト
パワ
ー
大
国
・

日
本
の
文
化
力

奥
野
卓
司

関
西
学
院
大
学
総
合
図
書
館
長
・
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授

手
塚 

眞

ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
ス
ト
／
ネ
オ
ン
テ
ト
ラ
代
表

秋
元 

康

作
詞
家
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日
本
文
化
の
現
状
を
ど
う
見
て
い
る
か
？

高
尚
な
芸
術
で
な
く
サ
ブ
カ
ル
を
売
る
こ
と
に

真
剣
に
な
れ
な
い
日
本
人

奥
野　

き
ょ
う
は
今
を
と
き
め
く
日
本
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
お
二
人

と
話
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
大
変
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　

テ
ー
マ
は
「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
、
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
大
国
・
日
本

の
文
化
力
」。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
日
本
人
自
身
あ
ま
り
注
目
し

て
こ
な
か
っ
た
日
本
の
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
、
ポ
ッ
プ
ス
な
ど
が
世

界
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
後
押
し
す
る
形
で
政
府
も

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
政
策
と
し
て
文
化
を
世
界
に
発
信
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
背
景
に
は
、
日
本
の
主
力
産
業
の
自
動
車
や
家
電
な
ど

製
造
業
が
低
迷
し
、
新
興
国
の
追
い
上
げ
も
あ
っ
て
産
業
競
争
力

が
低
下
。
だ
か
ら
文
化
に
力
を
入
れ
よ
う
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
が
本
当
に
日
本
の
文
化
力
の
向
上
に
つ
な
が
っ

て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
も
あ
り
ま
す
が
、
私
と
お
二
人
の
違
い

は
、
私
は
そ
う
し
た
文
化
な
り
社
会
の
変
容
を
研
究
し
て
い
る
立

場
。
お
二
人
は
直
接
そ
う
い
う
も
の
を
つ
く
ら
れ
た
り
演
出
さ
れ

た
り
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
観
点
か
ら
今
の
よ
う
な
状
況
は
ど
う

お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

秋
元　

ま
ず
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
言
わ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
コ
ン

テ
ン
ツ
と
は
何
か
、
文
化
的
価
値
な
り
文
化
と
は
何
か
、
の
議
論

が
ま
だ
日
本
で
は
成
熟
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
こ
れ
は
高
尚
な
文

化
で
、
こ
れ
は
サ
ブ
カ
ル
だ
と
い
う
定
義
づ
け
が
ま
だ
あ
り
、
マ

ン
ガ
や
ア
イ
ド
ル
を
大
人
が
真
剣
に
売
り
出
す
こ
と
へ
の
抵
抗
が

あ
る
。
日
本
が
韓
国
や
中
国
に
負
け
て
し
ま
い
そ
う
な
の
は
、
車

や
家
電
な
ど
の
加
工
貿
易
か
ら
今
度
は
コ
ン
テ
ン
ツ
だ
と
い
う
こ

と
に
考
え
が
切
り
替
わ
っ
て
い
な
い
点
。
韓
国
は
既
に
コ
ン
テ
ン

ツ
ビ
ジ
ネ
ス
に
シ
フ
ト
し
て
い
て
、
素
晴
ら
し
い
ド
ラ
マ
や
映
画
、

音
楽
、
こ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
す
ご
い
ぞ
、
資
源
が
な
く
て
も
輸
出

で
き
る
ぞ
と
い
う
点
に
気
づ
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
は

遅
い
。
そ
も
そ
も
文
化
と
は
何
か
を
考
え
な
い
と
、
ク
ー
ル
ジ
ャ

パ
ン
は
進
ま
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

手
塚　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。
日
本
の
政
策
は
よ
く
箱
物

行
政
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
箱
物
と
い
う
よ
り
僕
は
パ
ッ
ケ
ー

ジ
文
化
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。
外
っ
つ
ら
の
飾
り
を
ど
う
す

る
か
か
ら
固
め
て
、
中
に
入
る
も
の
は
後
で
考
え
れ
ば
い
い
。
こ

う
い
う
人
を
連
れ
て
き
て
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で

成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
の
中
身
に
は
興
味
が
な
い
。
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
て
行
政
や
組
織
の
方
と
話
し
て
い
る
と
、

中
身
の
話
以
前
に
ど
ん
な
形
か
を
最
初
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

中
身
は
粗
末
で
も
パ
ッ
ケ
ー
ジ
だ
け
き
れ
い
で
あ
れ
ば
い
い
。
こ

れ
は
よ
か
れ
あ
し
か
れ
日
本
の
包
装
文
化
。
何
で
も
か
ん
で
も
包

ん
で
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
が
と
差
し
あ
げ
る
よ
う
な
、
そ
う

い
う
流
れ
の
上
に
文
化
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

コ
ン
テ
ン
ツ
よ
り
パッ
ケ
ー
ジ
に
目
が
向
き
、

箱
物
行
政
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な
い

奥
野　

二
つ
の
点
を
指
摘
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に

今
ま
で
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
な
ど
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
呼
ん
で
い

「
ジ
ャ
パ
ン
ク
ー
ル
」

日
本
の
か
っ
こ
よ
さ（
ク
ー

ル
）。
米
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
、
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
グ

レ
イ（1975

〜
）
が
外
交
誌

『
フ
ォ
ー
リ
ン
ポ
リ
シ
ー
』

二
〇
〇
二
年
五
／
六
月
号

に
寄
せ
た
論
文「Japan's 

gross national cool

」で
、日

本
は
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
数
値
で
は
も

は
や
大
国
と
は
言
い
難
い
が
、

日
本
の
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
、

ポ
ッ
プ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
や

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
料
理
な
ど

「
Ｇ
Ｎ
Ｃ
」（G

ross N
ational 

C
ool

＝
国
民
総
魅
力
度
）で

は
世
界
一
の
大
国
だ
と
主
張
。

「
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
」

米
国
の
国
際
政
治
学
者
で
国

防
次
官
補
な
ど
を
務
め
た

ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ（1937

〜
）

が
〇
四
年
に
提
唱
し
た
概
念
。

軍
事
力
や
経
済
力
な
ど
対
外

的
強
制
力
の
あ
る
ハ
ー
ド
パ

ワ
ー
に
対
し
、
文
化
や
政
治

的
価
値
観
、
政
策
的
魅
力
な

ど
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
へ
の
支
持

を
広
め
る
こ
と
で
、
国
際
社

会
の
信
頼
や
発
言
力
を
確
立

し
よ
う
と
い
う
考
え
方
。

ア
ニ
メ
の
殿
堂

国
立
メ
デ
ィ
ア
芸
術
総
合
セ

ン
タ
ー
。
〇
七
年
日
本
政

府
が
設
立
を
提
唱
し
た
が
、

〇
九
年
撤
回
。

た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
と
芸
術
は
全
然
別
だ
と
。
だ
け
ど
映
画

な
ん
か
す
ご
く
難
し
く
、
手
塚
さ
ん
の
作
品
な
ど
は
芸
術
に
位
置

す
る
か
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
位
置
す
る
か
は
結
局
、
観
る
人
の

評
価
で
す
。
と
も
か
く
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に

分
類
し
て
い
る
限
り
、
今
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
呼
び
得
る
も
の
の

全
体
を
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

韓
国
や
中
国
は
そ
れ
に
国
家
的
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
て
、

大
学
づ
く
り
、
人
材
づ
く
り
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
づ
く
り
ま
で

国
が
先
頭
に
立
っ
て
や
っ
て
い
る
。
日
本
も
や
っ
て
い
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
例
え
ば
ア
ニ
メ
の
殿
堂
の
よ
う
に
ま
ず
外
側
を
考

え
て
、
そ
れ
を
つ
く
れ
ば
と
り
あ
え
ず
日
本
の
ア
ニ
メ
制
作
は
進

む
と
い
う
考
え
方
。
こ
れ
は
基
本
的
に
今
ま
で
の
箱
物
行
政
と
変

わ
っ
て
い
な
い
。
中
身
の
コ
ン
テ
ン
ツ
な
り
文
化
を
中
心
に
考
え
、

だ
か
ら
外
側
は
こ
う
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
は
な
い
。

手
塚　

コ
ン
テ
ン
ツ
と
い
う
言
葉
は
、
い
ろ
い
ろ
な
使
い
方
が
あ

り
ま
す
が
、
今
の
映
画
や
テ
レ
ビ
番
組
に
限
っ
て
言
え
ば
、
実
は

半
分
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
話
。
売
れ
て
い
る
マ
ン
ガ
が
あ
り
、
売
れ

て
い
る
タ
レ
ン
ト
さ
ん
が
い
て
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
映
画

が
で
き
あ
が
る
。
こ
れ
が
コ
ン
テ
ン
ツ
で
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
実
制
作
者
か
ら
言
え
ば
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
パ
ッ
ケ
ー

ジ
。
海
外
の
映
画
製
作
で
は
基
本
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
ト
ー
リ
ィ
か

ら
立
ち
上
げ
る
ケ
ー
ス
が
ま
だ
ま
だ
多
い
。
日
本
で
は
自
分
た
ち

で
中
身
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
前
に
、
売
れ
て
い
る
も
の
を
揃
え
れ

ば
で
き
あ
が
る
と
い
う
誤
解
が
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
に
蔓
延
し
て
い

る
気
が
し
ま
す
。

日本のマンガが並ぶ韓国・ソウルの書店（奥野卓司氏提供）
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目
利
き
が
い
な
い
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
、

文
化
を
規
定
し
す
ぎ
る
と
取
り
こ
ぼ
し
が
増
え
る

秋
元　

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
に
、
ま
だ
目
利
き
が
い
な
い
ん
で
す
ね
。

肌
で
わ
か
っ
て
い
る
人
が
少
な
い
。
行
政
な
ど
、
例
え
ば
秋
葉
原

の
文
化
が
何
か
す
ご
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
、
世
界
へ
の

コ
ン
テ
ン
ツ
に
な
る
ら
し
い
と
い
う
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
る

だ
け
で
、
体
感
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
頭
で
理
解
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

　

僕
は
、
芸
術
も
サ
ブ
カ
ル
も
一
緒
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。
歌

舞
伎
や
能
、
狂
言
は
芸
術
で
、
ア
イ
ド
ル
や
ア
ニ
メ
は
サ
ブ
カ
ル

と
い
う
分
類
は
意
味
が
な
い
。
ア
イ
ド
ル
や
ア
ニ
メ
は
何
百
年
か

し
た
ら
歌
舞
伎
や
能
、
狂
言
の
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ

か
ら
頭
で
考
え
る
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
で
な
く
、
も
っ
と
目
利
き
を

入
れ
て
、
本
当
に
好
き
な
人
た
ち
を
加
え
て
進
め
な
い
と
、
底
の

浅
さ
を
見
透
か
さ
れ
ま
す
。
流
行
り
も
の
だ
か
ら
乗
っ
て
お
こ
う

と
い
う
の
で
は
、
到
底
、
勝
て
な
い
。

手
塚　

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
い
う
言
葉
自
体
、
外
に
い
る
人
間
が

日
本
の
も
の
を
見
て
そ
う
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
大

体
十
年
前
。
日
本
発
の
映
画
や
マ
ン
ガ
を
見
て
ク
ー
ル
だ
、
ク
ー

ル
だ
と
外
側
で
言
っ
て
い
た
。
い
ざ
、
彼
ら
が
日
本
に
や
っ
て
来

て
何
と
言
っ
た
か
と
い
う
と
、
日
本
は
ク
ー
ル
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
く

エ
ク
ス
ト
リ
ー
ム
（
過
激
）
だ
と
。
確
か
に
海
外
の
も
の
と
比
べ

る
と
、
日
本
に
は
極
端
な
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
秋
元
さ
ん
の
や

ら
れ
て
い
る
、
何
十
人
も
い
る
ア
イ
ド
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ん

て
海
外
に
な
い（
笑
）。
こ
れ
は
ま
さ
に
エ
ク
ス
ト
リ
ー
ム
。
で
も
、

そ
れ
が
実
は
面
白
か
っ
た
り
す
る
。

　

た
だ
、
海
外
の
人
た
ち
は
、
日
本
に
来
る
と
あ
ま
り
に
も
い
ろ

ん
な
も
の
が
す
ご
過
ぎ
て
、
自
分
を
見
失
う
と
言
い
ま
す
ね
。
そ

う
い
う
海
外
と
の
温
度
差
を
日
本
は
理
解
で
き
て
い
な
い
。
海
外

が
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
言
っ
て
面
白
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
だ
け
、

日
本
人
は
接
し
て
い
る
気
が
す
る
ん
で
す
。

奥
野　

確
か
に
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
は
外
か
ら
言
わ
れ
た
言
葉
で
す

ね
。
日
本
が
も
の
づ
く
り
で
自
信
を
失
っ
て
い
た
一
九
九
〇
年
代

以
降
、
意
外
に
海
外
で
受
け
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
ジ
ブ
リ
の

ア
ニ
メ
な
ど
が
そ
う
で
す
が
、
海
外
で
ク
ー
ル
だ
と
言
わ
れ
た
か

ら
、
こ
れ
は
価
値
が
あ
る
ん
だ
と
日
本
が
思
っ
て
い
る
。

秋
元　

僕
は
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
大
フ
ァ
ン
で
す
が
、
例
え
ば
ス

タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
も
の
は
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
し
て
国
全
体
が
応

援
す
る
。
で
も
、
そ
れ
以
外
は
な
か
な
か
国
が
本
気
に
な
ら
な
い

の
は
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
一
流
の
も
の
に
対
し
て
は
み
な

さ
ん
、
こ
れ
は
日
本
の
文
化
だ
と
言
う
が
、
ち
ょ
っ
と
お
バ
カ
な

も
の
、下
世
話
な
も
の
、二
流
三
流
な
も
の
も
含
め
て
ク
ー
ル
ジ
ャ

パ
ン
。
そ
う
腹
を
く
く
ら
な
い
と
、
い
い
と
こ
ろ
だ
け
見
せ
よ
う

と
し
て
も
難
し
い
。
芸
術
っ
て
、
危
険
性
も
伴
う
ん
で
す
。

　

あ
る
い
は
韓
国
は
ア
イ
ド
ル
を
国
策
と
し
て
売
り
出
し
て
い
て
、

交
通
費
か
ら
宿
泊
代
、
出
張
費
を
負
担
し
て
世
界
へ
送
り
込
ん
で

い
る
。
日
本
も
今
、
Ｋ
ポ
ッ
プ
の
襲
撃
に
遭
っ
て
い
る
。
一
方
、

日
本
は
文
化
的
な
も
の
の
海
外
公
演
は
支
援
し
て
も
、
ア
イ
ド
ル

の
出
張
費
ま
で
は
出
さ
な
い
。
で
も
そ
こ
を
ひ
っ
く
る
め
て
や
っ

て
い
か
な
い
と
、
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
は
勝
て
な
い
で
す
よ
。

　

要
す
る
に
、
世
界
に
輸
出
し
て
い
く
と
き
、
偏
見
を
持
た
な
い

で
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
あ
り
得
な
い
も
の
が
今
、
世
の
中
に
出

て
い
き
、
あ
り
得
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
ほ
ど
面
白
い
わ
け
で
す
。

例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
な
ど
は
フ
ラ
ン
ス
語
や
中
国
語
に
訳
す
際
、

国
が
援
助
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
世
の
中
は
思
い
が
け
な

い
と
こ
ろ
か
ら
ヒ
ッ
ト
が
生
ま
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
。
こ

れ
が
文
化
だ
、
こ
れ
が
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
だ
と
限
定
し
て
い
る
と
、

い
ろ
ん
な
も
の
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
が
一
番
心
配
で
す
。

日
本
の
文
化
力
を
検
証
し
針
路
を
探
る
と
？

Ｇ
Ｎ
Ｃ
、裾
野
の
広
が
り
が
高
み
を
支
え
る
︱
︱

目
利
き
も
数
寄
者
も
い
た
江
戸
時
代

奥
野　

目
利
き
が
い
な
い
と
言
わ
れ
た
が
、
文
化
と
い
う
の
は
評

価
し
に
く
い
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
経
済
力
な
ら
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
Ｇ
Ｎ
Ｐ

が
ど
れ
だ
け
伸
び
た
か
、
自
動
車
や
家
電
製
品
を
何
台
売
っ
た
か

な
ど
で
評
価
で
き
た
。
し
か
し
文
化
力
と
な
る
と
Ｇ
Ｎ
Ｃ（G

ross 

N
ational C

ool

）、
国
民
総
魅
力
度
と
い
う
概
念
も
提
唱
さ
れ
て

い
る
が
、
一
体
ど
う
評
価
す
れ
ば
い
い
か
。

　

こ
の
前
、
秋
元
さ
ん
の
番
組
を
見
て
い
て
同
感
し
た
の
は
「
自

分
は
一
切
マ
ー
ケ
ッ
ト
調
査
を
や
ら
な
い
ん
だ
」
と
。
我
々
社
会

学
者
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
調
査
を
や
る
側
、
そ
れ
を
教
え
る
立
場
で
す
。

だ
け
ど
、
実
は
調
査
を
し
て
も
市
場
が
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
ア
キ
バ
の
メ
イ
ド
喫
茶
に
行
っ
た
っ
て
、
目
の
つ
け
ど
こ

ろ
を
知
ら
な
い
人
は
何
が
大
事
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
教
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。

　

た
だ
、
例
え
ば
歌
舞
伎
や
黄
表
紙
な
ど
は
昔
は
目
利
き
が
い
た

奥野　 卓司　　 おくの　 たくじ
関西学院大学総合図書館長・大学院
社会学研究科教授（情報人類学）
1950年京都市生まれ。京都工芸繊維
大学卒、同大学院修士課程修了。学
術博士。京都芸術短期大学助教授、イ
リノイ大学客員準教授、甲南大学助教
授、教授を経て、97年より関西学院大学
教授。国際日本文化研究センター客員
教授も務める。主な著書『江戸「粋」の　
系譜』『ジャパンクールと情報革命』『ジャ
パンクールと江戸文化』『日本発イット革
命─アジアに広がるジャパン・クール』『情
報人類学の　射程』など。
http://www-soc.kwansei.ac.jp/
okuno/

ア
イ
ド
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

秋
元
康
氏
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
で

〇
五
年
デ
ビ
ュ
ー
し
た
女
性

ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ「
Ａ
Ｋ

Ｂ
48
」。「
会
い
に
行
け
る
ア

イ
ド
ル
」を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

秋
葉
原
の「
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
劇
場
」

で
チ
ー
ム
ご
と
に
ほ
ぼ
毎
日

公
演
。

ジ
ブ
リ
の
ア
ニ
メ

ア
ニ
メ
作
家
・
監
督
の
宮
崎

駿（1941

〜
）
の
制
作
会
社

「
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
」
制
作

の
ア
ニ
メ
。『
天
空
の
城
ラ

ピ
ュ
タ
』『
と
な
り
の
ト
ト

ロ
』『
も
の
の
け
姫
』『
千
と
千

尋
の
神
隠
し
』『
ハ
ウ
ル
の
動

く
城
』『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』

な
ど
諸
外
国
で
も
高
い
評
価

を
受
け
て
い
る
。

韓
国
・
中
国
の
戦
略

韓
国
は
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
後

の
九
八
年
文
化
立
国
戦
略
を

打
ち
出
し
、
〇
三
年「
世
界

文
化
産
業
五
大
強
国
宣
言
」、

〇
八
年「
国
家
ブ
ラ
ン
ド
委

員
会
」設
置
な
ど
、ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
産
業
振
興
政
策
を
国

策
と
し
て
展
開
。「
韓
流
」映

画
・
ド
ラ
マ
、Ｋ
ポ
ッ
プ
が
日

本
に
も
続
々
上
陸
。
ま
た

〇
九
年
中
国
が「
文
化
産
業

振
興
計
画
」を
、台
湾
も「
文

化
創
意
産
業
発
展
方
案
」を

打
ち
出
し
、「
華
流
」の
世
界

進
出
も
目
覚
ま
し
い
。
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わ
け
で
す
。
別
に
海
外
か
ら
評
価
さ
れ
た
か
ら
歌
舞
伎
や
浮
世
絵

が
日
本
で
発
達
し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
目
利
き
も
い
た
し
、
そ

れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
数
寄
者
も
い
た
。
そ
れ
が
今
、
目
利
き
と
い

え
ば
マ
ニ
ア
だ
け
。
マ
ニ
ア
は
マ
ニ
ア
の
域
を
出
ず
、
国
家
政
策

と
し
て
進
め
よ
う
と
し
て
も
、
動
か
な
い
。

秋
元　

国
家
政
策
で
や
る
と
き
に
、
国
民
の
総
意
で
あ
っ
た
り
、

価
値
観
を
一
致
さ
せ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
外
か
ら
は
例
え
ば
秋
葉

原
文
化
が
面
白
い
、
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

日
本
国
内
で
僕
よ
り
上
の
世
代
は
、
例
え
ば
マ
ン
ガ
な
ん
て
、
ア

ニ
メ
な
ん
て
、
ア
イ
ド
ル
な
ん
て
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
そ

の
な
か
で
国
策
と
し
て
や
る
難
し
さ
が
、
ま
だ
あ
る
気
が
し
ま
す
。

手
塚　

も
う
一
つ
、
か
な
り
誤
解
が
あ
る
の
は
、
海
外
で
ク
ー
ル

ジ
ャ
パ
ン
と
言
わ
れ
て
ヒ
ッ
ト
し
た
幾
つ
か
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
決

し
て
日
本
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
作
家
の
も
の
な
ん
で

す
。
優
れ
た
作
家
の
作
品
が
評
価
さ
れ
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
日
本

人
だ
っ
た
。
日
本
の
ア
ニ
メ
全
般
が
評
価
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
素
晴
ら
し
い
作
品
も
あ
り
ま
す
が
、
と
て
も
売
り
出
す

レ
ベ
ル
に
な
い
も
の
も
あ
る
。
な
の
に
日
本
は
全
部
一
括
り
。
い

わ
ば
プ
ロ
野
球
も
草
野
球
も
一
緒
と
い
う
考
え
で
す
ね
。

奥
野　

逆
に
日
本
の
場
合
、
プ
ロ
野
球
も
草
野
球
も
あ
り
、
そ
の

間
に
高
校
野
球
も
あ
る
。
草
野
球
の
広
が
り
が
プ
ロ
野
球
の
高
み

を
支
え
て
き
た
。
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
も
、
広
重
、
歌
麿
の
よ
う

に
の
ち
に
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
で
は
下
の
も
の
が

ダ
メ
だ
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
下
の
草
野
球
的
な
、

庶
民
の
創
作
意
欲
が
ト
ッ
プ
を
支
え
て
い
る
側
面
も
あ
る
。
そ

も
そ
も
歌
舞
伎
や
浮
世
絵
に
し
て
も
江
戸
時
代
の
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
、
庶
民
の
文
化
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

　

日
本
に
は
も
と
も
と
プ
ロ
も
ア
マ
チ
ュ
ア
も
目
利
き
や
サ
ポ
ー

タ
ー
も
い
て
、
町
民
文
化
の
厚
い
層
が
あ
っ
た
の
に
、
今
は
韓
国

や
中
国
に
後
れ
を
と
り
、
負
け
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

手
塚　

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
は
中
国
も
韓
国
も
、
国

は
環
境
づ
く
り
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
が
、
作
家
個
人
を
育
て
る

こ
と
は
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
気
が
す
る
ん
で
す
。
韓
国
映
画

は
一
時
期
も
の
す
ご
く
隆
盛
を
見
せ
て
き
て
い
た
が
、
そ
の
後
、

途
切
れ
た
の
は
、
こ
れ
ぞ
と
い
う
作
家
が
出
て
こ
な
く
て
、
そ
れ

を
応
援
す
る
雰
囲
気
も
な
か
っ
た
か
ら
。
ざ
っ
く
り
と
映
画
界
や

ア
ニ
メ
界
全
体
に
金
は
投
入
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
人

を
育
て
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
。

　

今
、
彼
ら
は
頑
張
っ
て
外
に
ど
ん
ど
ん
輸
出
し
て
い
ま
す
か
ら
、

目
立
つ
こ
と
は
目
立
ち
、
日
本
が
負
け
て
い
る
気
が
す
る
。
だ
け

ど
中
身
か
ら
す
れ
ば
別
に
負
け
て
い
る
わ
け
は
な
く
、
日
本
が
消

極
的
過
ぎ
る
だ
け
な
ん
で
す
。

日
本
は
捨
て
た
も
の
じ
ゃ
な
い
、

世
界
戦
略
で
日
本
人
の
活
躍
の
場
を
増
や
す

秋
元　

今
は
過
渡
期
で
し
ょ
う
が
、
僕
は
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
と
い
う
ア
イ

ド
ル
グ
ル
ー
プ
を
世
界
に
持
ち
出
す
試
み
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ

を
す
る
と
ど
う
な
る
か
な
と
。つ
ま
り
昔
、野
茂
さ
ん
が
メ
ジ
ャ
ー

リ
ー
グ
に
行
っ
た
と
き
、
多
く
の
人
は
無
理
じ
ゃ
な
い
の
？　

と

見
て
い
た
が
、
イ
チ
ロ
ー
選
手
や
松
井
選
手
が
後
に
続
き
、
メ

ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
で
日
本
人
が
活
躍
す
る
こ
と
も
違
和
感
が
な
く

な
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
日
本
が
今
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
を
頑
張
れ
ば
、

数
寄
者　

す
き
し
ゃ

芸
道
に
熱
心
な
風
流
人
。

黄
表
紙

江
戸
時
代
の
大
人
向
け
の
絵

物
語
。

Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
世
界
戦
略

Ａ
Ｋ
Ｂ
を
海
外
進
出
さ
せ
、

世
界
規
模
で
Ａ
Ｋ
Ｂ
と
い
う

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
フ
ラ
ン

チ
ャ
イ
ズ
化
を
図
ろ
う
と

い
う
も
の
。
つ
ま
り「
会
い

に
行
け
る
ア
イ
ド
ル
○
○

48
」「
十
代
中
心
の
女
の
子
の

チ
ー
ム
制
・
四
十
八
人
編
成
」

「
研
究
生
か
ら
の
昇
格
、フ
ァ

ン
投
票
に
よ
る
選
抜
総
選

挙
」な
ど
を
基
本
に
、パ
リ
48
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
48
な
ど
各
地

で
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
を
つ
く

り
、
最
終
的
に
は
選
抜
に
よ

る「
世
界
48
」を
つ
く
ろ
う
と

い
う
も
の
。

舞台上のAKB48（ニューヨーク公演にて）　ⓒAKS

2009年、AKB48のニューヨーク公演。観客たちも大いに盛り上がった　ⓒAKS

10
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秋元　 康　　 あきもとやすし
作詞家
1956年東京都生まれ。中央大学文
学部中退。高校時代から放送作家と
して活躍。83年以降、作詞家として、
美空ひばり『川の　流れの　ように』、EXILE

『EXIT』、ジェロ『海雪』（2008年日本作
詞大賞受賞）などヒット曲多数。監督映
画『グッバイ・ママ』、企画・原作映画『着
信アリ』シリーズなど。アイドルグループ

「AKB48」の　総合プロデューサーとして、
この　ビジネスモデルを世界に発信するプロ
ジェクトを展開中。京都造形芸術大学
副学長も務める。著書『企画脳』『おじさ
ん通信簿』、小説『象の　背中』ほか多数。
http://www.kyoto-art.ac.jp/info/
about/vpresident1.html

も
し
か
し
た
ら
無
理
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
欧
米
の
音
楽
業
界
や
映

画
界
、
多
様
な
分
野
で
日
本
人
が
活
躍
で
き
る
し
、
そ
れ
が
高
度

経
済
成
長
期
と
は
違
う
輸
出
分
野
に
な
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

奥
野　

僕
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
力
が
そ
れ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
日
本
の
ク
ー
ル
カ
ル
チ
ャ
ー

に
つ
い
て
講
演
を
し
た
と
き
、
そ
れ
を
実
感
し
た
。

　

一
昨
年
、
日
本
の
文
楽
が
十
八
年
ぶ
り
に
ア
メ
リ
カ
公
演
を
行

い
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
シ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
い
う
大
学
町
へ
も
行
っ
た
。

そ
こ
は
学
生
が
多
い
か
ら
、
文
楽
と
ア
ニ
メ
の
関
連
を
説
明
す
れ

ば
、
ア
ニ
メ
が
好
き
な
学
生
も
文
楽
を
見
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
、

僕
が
行
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
の
話

を
し
た
ら
、
既
に
彼
ら
は
知
っ
て
い
て
、
そ
の
コ
ス
プ
レ
を
し
た

学
生
さ
え
来
る
ん
で
す
。
た
と
え
規
制
が
あ
っ
て
も
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
日
本
の
ア
ニ
メ
は
世
界
に
流
れ
て
い
る
。

秋
元　

で
す
か
ら
日
本
の
若
者
た
ち
に
言
い
た
い
の
は
、
日
本
は

捨
て
た
も
の
じ
ゃ
な
い
と
。
僕
ら
の
世
代
は
欧
米
に
憧
れ
て
い
た

が
、
今
、
世
界
の
若
者
が
日
本
は
す
ご
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

「
K
a
w
a
i
i
」、翻
訳
で
き
な
い
自
前
の
魅
力
で

「
何
だ
こ
れ
は
」と
思
わ
せ
て
勝
つ

奥
野　

確
か
に
ユ
ー
ザ
ー
と
い
う
か
受
け
手
の
側
か
ら
見
る
と
、

や
っ
ぱ
り
日
本
は
す
ご
い
な
と
。
ア
イ
ド
ル
に
し
ろ
ア
ニ
メ
に
し

ろ
、
そ
う
思
う
。
こ
の
魅
力
っ
て
何
で
し
ょ
う
ね
。

手
塚　

日
本
っ
て
何
と
か
ナ
イ
ズ
す
る
力
が
す
ご
い
。
大
昔
は
国

家
的
に
中
国
ナ
イ
ズ
し
、
明
治
以
降
は
欧
米
ナ
イ
ズ
、
特
に
戦
後

は
す
ご
い
勢
い
で
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
し
て
い
っ
た
。
常
に
自
分
た

ち
が
憧
れ
る
存
在
に
全
力
で
化
身
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
今
、
世

界
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
豊
か
な
国
に
な
り
、
そ
の
上
が
見
え
な
く

な
っ
た
。
上
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
憧
れ
も
な
く
な
っ
て
、

ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
極
端
な
発
想
で
す
が
、

日
本
が
日
本
ナ
イ
ズ
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
海
外
の

人
が
見
て
日
本
の
こ
こ
は
面
白
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
分
た
ち
が

倣
っ
ち
ゃ
う
と
。
よ
り
そ
れ
を
凄
み
の
あ
る
も
の
に
変
え
て
い
こ

う
と
。
そ
こ
に
次
の
日
本
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
も
す
る
。

秋
元　

そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
Ａ
Ｋ
Ｂ
は
今
、
海
外
公
演
を
繰
り

返
し
て
い
て
、
観
客
は
初
め
は
引
い
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
や
る
と
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
を
観
な
れ
た
人
た

ち
は
、
歌
や
ダ
ン
ス
の
あ
ま
り
の
ひ
ど
さ
に
「
何
な
ん
だ
、
こ
れ

は
」
と
（
笑
）。
と
こ
ろ
が
三
曲
目
、
四
曲
目
に
な
る
と
、
十
代

の
子
た
ち
が
一
生
懸
命
汗
を
か
い
て
歌
っ
て
踊
っ
て
い
る
、
そ
の

何
だ
か
わ
か
ら
な
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
ぐ
っ
と
惹
か
れ
て
い
く
。

僕
は
こ
の
「
何
だ
、
こ
れ
は
」
に
勝
機
が
あ
る
と
思
う
。

　

つ
ま
り
今
ま
で
は
欧
米
ナ
イ
ズ
と
か
、
ど
こ
か
の
真
似
を
し
た

も
の
を
輸
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
、
本
場
に
は
勝
て
な
い
わ

け
で
す
。
だ
け
ど
、
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
く
と
、

そ
れ
は
ド
ン
と
行
く
可
能
性
が
大
き
い
。
だ
か
ら
、
日
本
の
文
化

は
す
ご
い
と
い
う
こ
と
に
も
っ
と
自
信
を
持
つ
。
み
ん
な
が
そ
こ

に
気
づ
い
た
と
き
本
当
の
意
味
の
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
が
始
ま
る
。

手
塚　

や
っ
ぱ
り
翻
訳
で
き
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
と
思
う
。

秋
元
さ
ん
の
Ａ
Ｋ
Ｂ
も
そ
う
で
す
が
、
何
と
言
っ
て
い
い
か
わ
か

ら
な
い
、
形
容
詞
が
な
い
。
例
え
ば
「
か
わ
い
い
」
と
い
う
言
葉

は
ア
メ
リ
カ
で
は
「
キ
ュ
ー
ト
」、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
と
「
ス
イ
ー
ト
」

か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
コ
ー
ル
じ
ゃ
な
い
。
ど
れ
と
も
違
う
「
か

わ
い
い
」
が
あ
る
。
ア
イ
ド
ル
た
ち
の
か
わ
い
さ
は
、
そ
の
ま
ま

受
け
と
め
て
も
ら
う
し
か
な
く
て
、
こ
れ
が
日
本
の
か
わ
い
さ
な

ん
だ
と
。
わ
び
さ
び
み
た
い
な
も
の
で
す
か
ね
。

奥
野　

か
わ
い
い
と
か
、
わ
び
さ
び
、
粋
︱
︱
な
ど
、
今
や
日
本

語
が
そ
の
ま
ま
国
際
語
に
な
り
、
そ
れ
で
し
か
表
現
で
き
な
い
美

意
識
が
世
界
で
も
認
識
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

秋
元　

例
え
ば
納
豆
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
、
臭
い
を
消
し
た

納
豆
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
。
あ
る
い
は
糸
を
引
く
、
つ
ま
り
腐
っ

て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
良
く
な
い
の
で
、
糸
を
引
か
な
い
よ
う
に
す

る
。
そ
う
す
る
か
ら
負
け
る
ん
で
す
。
臭
く
て
糸
を
引
い
て
、
こ

れ
は
あ
な
た
た
ち
に
は
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ
う
と
、
そ
の
ま
ま

持
っ
て
い
っ
た
ほ
う
が
当
た
る
可
能
性
が
高
い
。

　

今
ま
で
は
、
僕
も
欧
米
に
憧
れ
た
世
代
な
の
で
ど
う
し
て
も
ア

メ
リ
カ
風
、
イ
ギ
リ
ス
風
に
と
や
り
過
ぎ
た
。
し
か
し
考
え
て
み

る
と
、僕
が
中
学
・
高
校
時
代
、ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ポ
ル
ナ
レ
フ
や
ビ
ー

ト
ル
ズ
に
す
ご
く
憧
れ
、
原
語
で
聴
い
て
い
た
。
Ａ
Ｋ
Ｂ
の
世
界

戦
略
で
も
同
じ
こ
と
が
起
き
て
い
て
、
パ
リ
公
演
の
と
き
、
サ
ー

ビ
ス
で
『
桜
の
花
び
ら
た
ち
』
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
し
た
ん
で
す
が
、

受
け
な
か
っ
た
。
何
で
そ
の
ま
ま
日
本
語
で
歌
っ
て
く
れ
な
い
ん

だ
と
。
そ
こ
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
気
が
す
る
ん
で
す
。

奥
野　

か
わ
い
い
と
言
え
ば
、
僕
は
、
今
の
世
界
的
課
題
で
あ
る

「
低
炭
素
社
会
」
に
向
け
て
の
先
端
技
術
と
、「
か
わ
い
い
」「
ク
ー

ル
」
を
結
び
つ
け
た
と
き
、
日
本
の
優
位
性
が
出
て
く
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
電
気
自
動
車
を「
か
わ
い
く
」つ
く
る
。
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
描
い
た
「
痛
車
」（
イ
タ
し
ゃ
）
に
す
れ
ば
、「
低
炭

『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』

谷
川
流
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を

原
作
と
す
る
ア
ニ
メ
。
兵
庫

県
西
宮
市
周
辺
を
舞
台
に
展

開
さ
れ
る
非
日
常
の
学
園
ス

ト
ー
リ
ィ
。
ゲ
ー
ム
化
も
さ

れ
て
い
る
。
写
真
は
コ
ス
プ

レ
を
し
た
イ
リ
ノ
イ
大
学
の

学
生（
奥
野
卓
司
氏
提
供
）。

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ポ
ル
ナ
レ
フ

（1944

〜
）

フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ッ
プ
ス
・
シ

ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
。

七
〇
年
代
に『
シ
ェ
リ
ー
に

口
づ
け
』『
愛
の
休
日
』な
ど

が
ヒ
ッ
ト
。
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素
社
会
」
の
技
術
力
を
「
ク
ー
ル
」
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
。

　

実
際
、
ク
ー
ル
の
根
は
日
本
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。
近
頃
、
日

本
の
若
者
の
間
で
歴
女
ブ
ー
ム
と
か
和
文
化
へ
の
関
心
が
高
ま
っ

て
い
る
。
彼
ら
は
日
本
の
伝
統
に
今
ま
で
自
分
が
体
験
し
た
こ
と

の
な
い
異
文
化
と
し
て
の
魅
力
を
感
じ
て
い
て
、
そ
こ
で
ク
ロ
ス

カ
ル
チ
ャ
ー
す
る
面
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

も
う
一
つ
、
コ
ピ
ー
の
面
白
さ
も
日
本
に
は
あ
る
。
江
戸
時
代

に
西
洋
か
ら
持
っ
て
こ
ら
れ
た
機
械
時
計
を
日
本
の
時
間
に
あ
っ

た
和
時
計
に
す
る
と
か
、
戦
後
も
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ッ
プ
ス
を
日
本

で
坂
本
九
が
歌
っ
た
。
し
か
し
坂
本
九
は
あ
く
ま
で
歌
謡
曲
。
そ

う
い
う
何
々
ナ
イ
ズ
の
面
白
さ
も
日
本
に
は
あ
る
。

秋
元　

イ
ン
ド
の
カ
レ
ー
を
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
に
し
た
わ
け
だ
か
ら
。

手
塚　

そ
れ
は
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
日
本
人
の
舌
に
合
わ
せ

る
と
い
う
意
味
と
、
逆
に
日
本
人
の
舌
に
す
ら
合
っ
て
い
な
い
何

か
特
殊
な
も
の
に
な
っ
た
り
す
る
。

　

例
え
ば
日
本
人
の
目
は
ぱ
っ
ち
り
し
て
い
な
い
と
い
う
ト
ラ
ウ

マ
が
あ
る
の
か
、
女
の
子
た
ち
は
つ
け
ま
つ
げ
を
す
る
ん
だ
け
ど
、

そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
極
端
に
な
っ
て
、
今
、
三
重
（
！
）
に
つ
け
ま

つ
げ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
も
う
欧
米
風
で

す
ら
な
く
て
、
そ
れ
を
欧
米
人
が
見
て
驚
く
わ
け
で
す
、
こ
の
日

本
人
の
女
の
子
の
化
粧
は
何
な
の
か
と
。
そ
れ
が
す
ご
い
と
輸
出

さ
れ
、
向
こ
う
の
ア
イ
ド
ル
や
セ
レ
ブ
が
真
似
を
す
る
。
だ
か
ら

単
純
な
コ
ピ
ー
じ
ゃ
な
く
、
何
か
捻
れ
た
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
、

そ
ん
な
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
生
み
方
・
生
か
し
方
は
？

「
も
の
」で
な
く「
こ
と
」

情
報
や
ソ
フ
ト
は
対
価
の
見
極
め
が
難
し
い

奥
野　

日
本
は
優
れ
た
文
化
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
を
も
う
一
歩
進
め
る
に
は
何
が
必
要
で
し
ょ
う
。

秋
元　

や
っ
ぱ
り
出
て
き
た
文
化
を
保
護
し
て
育
て
ら
れ
る
か
ど

う
か
。
日
本
が
せ
っ
か
く
つ
く
っ
て
も
、
日
本
人
は
子
供
の
遊
び

だ
と
見
て
い
る
か
ら
、
韓
国
や
中
国
に
真
似
ら
れ
て
、
今
度
は
そ

れ
が
世
界
を
席
巻
し
て
強
力
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
な
っ
て
し
ま
い
そ

う
な
不
思
議
な
現
象
が
起
き
て
い
る
。

奥
野　

日
本
人
が
つ
く
っ
た
も
の
が
外
国
で
ど
ん
ど
ん
不
正
コ

ピ
ー
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
が
、
文
化
と
い
う
の

は
、
も
と
も
と
「
も
の
」
で
は
な
く
て
「
こ
と
」
で
す
よ
ね
。
あ

る
い
は
ソ
フ
ト
。
こ
こ
で
対
価
を
得
る
こ
と
自
体
が
難
し
い
。

　

先
頃
亡
く
な
っ
た
梅
棹
忠
夫
さ
ん
が
『
情
報
産
業
論
』
の
中
で
、

情
報
産
業
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
お
布
施
だ
と
。
ご
利
益
が
あ
っ
た
と

思
う
人
は
払
う
が
、
別
に
払
わ
な
く
て
も
と
が
め
ら
れ
な
い
。
情

報
へ
の
対
価
は
享
受
し
た
側
の
一
方
的
な
判
断
に
よ
っ
て
支
払
わ

れ
る
お
布
施
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て

成
立
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
ね
。

手
塚　

文
化
的
価
値
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
言
葉

の
マ
ジ
ッ
ク
で
、
文
化
そ
の
も
の
に
価
値
は
な
い
。
コ
ン
テ
ン
ツ

そ
の
も
の
も
、
お
金
に
換
算
で
き
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
た
だ
、
そ

れ
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
入
れ
て
売
り
買
い
す
る
、
そ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ

料
は
出
て
く
る
し
、
文
化
を
育
て
る
環
境
や
メ
デ
ィ
ア
に
は
お
金

が
か
か
る
。
映
画
な
ど
は
中
身
を
つ
く
る
の
に
あ
る
程
度
の
資
金

力
が
必
要
だ
し
、
創
作
に
か
か
る
費
用
は
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
ど

う
保
障
し
て
つ
く
っ
て
い
く
か
だ
と
僕
は
思
う
ん
で
す
よ
。

　

放
っ
て
お
い
て
も
文
化
は
生
ま
れ
る
。
特
に
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

な
ん
て
幾
ら
で
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
国
力
に
す
る
た

め
に
は
、
文
化
を
生
み
育
て
る
土
壌
、
広
い
意
味
で
の
環
境
を
ど

う
整
備
し
て
い
く
か
だ
と
思
う
ん
で
す
。

ネ
ッ
ト
の
中
に

文
化
を
生
み
育
て
る
土
壌
が
で
き
て
き
た

奥
野　

例
え
ば
自
動
車
産
業
で
は
、
部
品
を
つ
く
る
人
や
デ
ザ
イ

ン
を
す
る
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
よ
っ
て
賃
金
が
安
定
し
て
き

た
。
な
お
か
つ
非
常
に
裾
野
が
広
い
の
で
多
く
の
人
を
養
え
る
が
、

コ
ン
テ
ン
ツ
な
り
ソ
フ
ト
は
値
段
を
決
め
に
く
く
、
な
か
な
か
そ

れ
で
食
べ
て
い
け
な
い
。

　

江
戸
時
代
だ
と
「
連
」
が
あ
っ
た
り
、
芝
居
小
屋
が
あ
っ
た
り
、

そ
れ
を
支
え
る
大
店
と
か
数
寄
者
が
い
た
り
し
た
。
つ
ま
り
、
た

と
え
幕
府
が
弾
圧
し
よ
う
と
し
て
も
、
文
化
を
支
え
る
町
民
の
力

が
あ
っ
た
。
だ
け
ど
今
は
な
か
な
か
支
え
き
れ
て
い
な
い
。

手
塚　

そ
う
で
す
ね
。
八
〇
年
代
頃
ま
で
は
企
業
が
い
ろ
ん
な
も

の
に
対
し
て
援
助
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
ぱ
た
っ
と
や
め
て
し

ま
っ
た
。
金
持
ち
文
化
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
︱
︱
ス
ポ

ン
サ
ー
に
な
っ
た
り
、
お
金
を
出
す
こ
と
自
体
に
後
ろ
め
た
さ
を

感
じ
る
雰
囲
気
と
か
世
相
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
文
化
を
育
て
る
の

は
、
一
企
業
一
個
人
で
も
い
い
し
、
自
分
が
面
白
い
と
思
う
と
こ

ろ
に
注
げ
ば
い
い
が
、
そ
れ
が
や
り
に
く
い
雰
囲
気
が
あ
る
。

痛
車

車
体
に
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、

ゲ
ー
ム
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
っ
た
り
塗

装
を
し
た
車
。
イ
タ
リ
ア
車

「
イ
タ
車
」に
引
っ
か
け
て
、

オ
タ
ク
を
自
認
す
る
フ
ァ
ン

が
自
ら
の「
痛
」い
趣
味
を
自

虐
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
と

か
。

歴
女

史
跡
や
時
代
小
説
な
ど
歴
史

物
が
好
き
な
女
性
。

梅
棹
忠
夫（1920

〜2010

）

日
本
の
文
化
人
類
学
の
パ
イ

オ
ニ
ア
、
生
態
学
者
。
国
立

民
族
学
博
物
館
初
代
館
長
。

六
三
年
の『
情
報
産
業
論
』で
、

世
界
で
初
め
て「
情
報
社
会
・

情
報
産
業
」の
概
念
を
提
示

し
た
。　
　

連　

れ
ん

俳
諧
や
狂
歌
、落
と
し
咄
、浮

世
絵
な
ど
江
戸
文
化
を
支
え

た
町
民
の
知
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
。

手塚眞氏の監督映画『白痴』。主演は浅野忠信、甲田益也子　ⓒ手塚プロダクション



15季刊［やく］2010 Autumn16 季刊［やく］2010 Autumn

　

た
だ
最
近
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
現
象
で
面
白
い
な
と
思
う
の

は
、
結
構
一
般
の
方
々
の
力
で
支
え
ら
れ
て
い
る
。
草
野
球
か
ら

プ
ロ
に
な
る
、
ま
さ
に
一
般
の
中
か
ら
ス
タ
ー
が
育
つ
土
壌
が
で

き
て
き
た
。
映
像
だ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
「
ニ
コ
ニ
コ
動
画
」

と
い
う
の
が
あ
り
、
み
ん
な
が
参
加
す
る
。
す
る
と
そ
こ
か
ら
ス

タ
ー
な
り
コ
ン
テ
ン
ツ
が
誕
生
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
場
を
も
っ

と
増
や
し
て
い
け
ば
い
い
。
こ
れ
は
今
、
世
界
的
に
も
非
常
に
面

白
い
現
象
で
は
な
い
か
。

奥
野　

ニ
コ
動
や
「
Ｕ
ス
ト
リ
ー
ム
」
な
ど
は
草
の
根
の
も
の
を

す
く
い
上
げ
る
。
そ
の
意
味
で
は
ニ
コ
動
に
誰
で
も
ア
ッ
プ
で
き

る
環
境
は
い
い
。そ
の
上
で
淘
汰
さ
れ
、良
い
も
の
が
残
っ
て
い
く
。

手
塚　

そ
う
。
育
て
る
に
は
段
階
が
必
要
で
、
ま
ず
は
ニ
コ
動
の

よ
う
な
土
壌
が
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
種
が
あ
っ
て
、
芽
が
出
て
く

る
。
自
然
発
生
的
に
目
立
つ
人
た
ち
が
出
て
き
て
、
目
立
つ
こ
と

で
ど
ん
ど
ん
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
く
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
の

中
か
ら
コ
ン
テ
ン
ツ
メ
ー
カ
ー
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
で

も
、
ま
ず
最
初
の
土
壌
、
種
を
蒔
け
る
畑
が
な
け
れ
ば
何
も
育
ち

よ
う
が
な
い
。
全
員
を
育
て
る
の
は
無
理
だ
と
思
う
ん
で
す
。
全

員
に
才
能
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
土
壌
が
な
い
こ
と
に
は
芽

も
出
な
い
。あ
と
は
、あ
る
程
度
芽
が
出
た
人
た
ち
を
ど
う
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
け
る
か
だ
と
思
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
小
さ
い
話
で
す
が
、
僕
は
ニ
コ
動
で
映
画
祭
を
や
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
映
画
祭
の
意
味
は
、
ニ
コ
動
に
ア
ッ
プ
す
る
人
た

ち
の
中
に
は
作
家
を
め
ざ
す
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い

う
人
た
ち
を
う
ま
く
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
目
立
つ
よ
う
に
し
て

あ
げ
ら
れ
な
い
か
と
。
ま
ず
は
そ
こ
ま
で
や
る
。
本
当
に
そ
の
中

で
粘
っ
て
作
家
に
な
ろ
う
と
思
う
人
が
い
た
ら
、
さ
ら
に
上
に

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
こ
う
と
。
そ
う
い
う
順
番
が
要
る
ん
で
す
。

制
度
的
に
は
立
ち
後
れ
が
目
立
つ
日
本

お
カ
タ
い
組
織
に
も
い
る
は
ず
の
文
化
好
き
に
期
待

奥
野　

制
度
や
政
策
面
で
は
ど
う
で
す
か
。

秋
元　

僕
は
、
長
い
間
の
経
験
か
ら
先
に
人
を
集
め
る
の
が
何
よ

り
強
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
会
議
室
に
こ
も
っ
て
の

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
で
は
発
想
が
す
ご
く
小
さ
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
う
で
な
く
、
自
由
な
発
想
で
面
白
い
こ
と
を
思
い
つ
き
、

ま
ず
や
っ
て
み
る
。
フ
ァ
ン
が
増
え
た
頃
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
考
え
る
。

僕
は
ビ
ジ
ネ
ス
が
苦
手
な
の
で
、
そ
こ
に
パ
ー
ト
ナ
ー
、
つ
ま
り

画
商
で
す
よ
ね
、
画
商
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
い
る
。

　

で
も
、
さ
ら
に
国
が
な
ぜ
そ
こ
に
加
わ
っ
て
こ
な
い
の
か
。
例

え
ば
、
か
つ
て
自
動
車
な
ど
の
関
税
率
を
諸
外
国
と
話
し
合
っ
た

よ
う
に
、
映
画
な
ら
、
韓
国
も
外
国
映
画
の
上
映
に
制
限
が
あ
っ

た
り
す
る
が
、
そ
の
規
制
開
放
の
交
渉
な
ど
を
し
て
ほ
し
い
。

奥
野　

そ
の
交
渉
、
交
流
こ
そ
が
国
や
行
政
の
仕
事
で
す
ね
。

手
塚　

コ
ン
テ
ン
ツ
を
つ
く
る
に
し
て
も
、
完
成
ま
で
の
シ
ス
テ

ム
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
サ
ポ
ー
ト
が
あ
り
得
ま
す
。
例
え
ば
映
画
、

街
な
か
で
の
撮
影
を
ど
こ
ま
で
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
か
。
日
本
以
外

の
国
だ
と
、
大
体
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
り
役
所
が
サ

ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
。
日
本
で
も
増
え
て
は
い
る
が
、
ま
だ
力
が

弱
い
。
日
本
で
は
何
か
や
ろ
う
と
し
て
も
非
常
に
ク
レ
ー
ム
を
恐

れ
る
社
会
に
な
っ
て
い
て
、
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
な
い
。

秋
元　

例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
映
画
を
撮
る
と
き
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

手塚　 眞　　 てづかまこと
ヴィジュアリスト； ネオンテトラ代表取締役
1961年東京都生まれ。日本大学芸術
学部中退。ヴィジュアリストとして先鋭的
な創作活動を続ける。映像作品に『星
くず兄弟の　伝説』『妖怪天国』、『白痴』
（99年ベネチア国際映画祭デジタル・ア
ワード受賞）。2005年『ブラック・ジャック』
をアニメ映画化。06年宝塚　歌劇団ととも
にミュージカル『リボンの　騎士』プロデュー
ス。著書『夢みるサイコ』『ヴィジュアル時
代の　発想法』『天才の　息子』『父・手塚
治虫の　素顔』など。
http://www.neontetra.co.jp/

市
警
の
映
画
課
と
全
米
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
人
が
通
行
と
か
車
両
を

ブ
ロ
ッ
ク
し
て
く
れ
る
。
大
き
な
違
い
は
、
日
本
で
そ
れ
を
や
る

と
交
通
を
止
め
ら
れ
た
こ
と
で
文
句
を
言
う
人
が
結
構
多
い
。
で

も
、
向
こ
う
で
は
長
い
時
間
止
め
て
い
て
も
、
み
ん
な
楽
し
ん
で

待
っ
て
く
れ
て
い
る
。
文
化
に
対
す
る
理
解
度
が
違
い
ま
す
ね
。

　

市
警
映
画
課
の
人
た
ち
は
撮
影
に
ず
っ
と
立
ち
会
っ
て
い
て
、

も
し
か
す
る
と
僕
ら
よ
り
も
カ
ッ
ト
割
り
な
ど
が
わ
か
っ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。（
笑
）

手
塚　

ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
映
画
会
社
が
つ
き
合
っ
て
い
る
銀
行
の
人

は
、
プ
ロ
の
映
画
人
よ
り
映
画
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
。
企
画

書
を
見
た
だ
け
で
、
あ
る
い
は
シ
ナ
リ
オ
を
読
め
ば
、
ど
の
ぐ
ら

い
投
資
価
値
が
あ
る
か
が
読
め
る
と
。
目
利
き
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
が
、
そ
ん
な
人
が
銀
行
に
い
る
こ
と
が
う
ら
や
ま
し
い
。

秋
元　

う
ら
や
ま
し
い
で
す
ね
。
本
当
に
好
き
な
人
が
、
銀
行
な

り
行
政
な
り
に
い
な
い
と
難
し
い
で
す
よ
ね
。

奥
野　

今
の
日
本
の
会
社
や
役
所
に
も
い
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。

だ
け
ど
隠
れ
て
い
る
。

秋
元　

そ
こ
で
隠
れ
て
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
が
ダ
メ
。
私
は
ア
ニ

メ
が
好
き
、
こ
う
す
べ
き
だ
と
声
高
に
叫
ぶ
よ
う
に
な
ら
な
い
と
。

手
塚　

で
す
か
ら
行
政
に
も
ア
ニ
メ
制
作
課
と
か
を
設
け
て
、
予

算
を
と
っ
て
、
興
味
の
あ
り
そ
う
な
職
員
を
担
当
に
す
る
。
少
な

く
と
も
そ
う
い
う
窓
口
が
あ
っ
て
、
何
か
が
進
み
そ
う
だ
と
い
う

夢
な
り
希
望
を
持
た
せ
る
形
が
な
い
と
、
何
も
動
け
な
い
。

秋
元　

組
織
は
カ
タ
い
け
ど
私
は
映
画
や
ア
ニ
メ
が
大
好
き
で
す

と
い
う
人
た
ち
が
行
政
に
も
出
て
く
れ
ば
、
変
え
て
く
れ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
。
そ
こ
で
風
穴
を
開
け
な
い
と
難
し
い
。

ニ
コ
ニ
コ
動
画

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
動

画
共
有
サ
イ
ト
。
ニ
ワ
ン
ゴ

提
供
で
、
〇
六
年
サ
ー
ビ
ス

開
始
。
愛
称「
ニ
コ
動
」。

Ｕ
ス
ト
リ
ー
ム

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ラ
イ

ブ
映
像
共
有
サ
イ
ト
。
米
国

で
〇
七
年
サ
ー
ビ
ス
開
始
。

日
本
語
版
は
一
〇
年
か
ら
。

輸
入
規
制

韓
国
で
は
ス
ク
リ
ー
ン

ク
ォ
ー
タ
制
と
し
て
年
間

七
十
三
日
の
韓
国
映
画
上
映

を
義
務
づ
け
る
と
同
時
に
、

外
国
制
作
番
組
を
六
〇
％
以

上
放
送
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
規
制
も
あ
る
。
外
国
映

画
の
輸
入
制
限
は
中
国
や
イ

ン
ド
な
ど
に
も
あ
る
。

フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

映
画
等
の
ロ
ケ
地
誘
致
や
撮

影
支
援
を
行
う
公
的
機
関
。

自
治
体
や
観
光
協
会
な
ど
が

事
務
局
を
担
当
す
る
こ
と
が

多
い
。
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イ
ン
テ
リ
が
マ
ン
ガ
を
読
む
時
代

天
才
ク
リ
エ
イ
タ
ー
を
育
て
る
教
育
を

秋
元　

結
局
、
何
が
根
幹
か
と
い
う
と
教
育
で
す
。
日
本
は
例
え

ば
野
球
選
手
で
も
何
で
も
学
歴
を
気
に
す
る
。
そ
う
で
な
く
、
野

球
バ
カ
と
か
映
画
バ
カ
で
い
い
。
今
は
偏
差
値
教
育
で
平
均
化
さ

れ
た
人
を
つ
く
っ
て
い
る
。
右
へ
倣
え
の
大
量
生
産
時
代
な
ら
い

い
が
、
す
ご
く
変
革
し
て
い
る
時
代
に
、
み
ん
な
が
同
じ
方
向
を

向
い
て
い
て
も
新
し
い
も
の
は
生
ま
れ
な
い
。
日
本
は
長
所
を
伸

ば
す
教
育
を
子
供
の
頃
か
ら
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
す
れ
ば

天
才
的
な
映
画
監
督
や
天
才
的
な
マ
ン
ガ
家
が
生
ま
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
こ
が
ま
だ
弱
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

奥
野　

僕
の
頃
は
マ
ン
ガ
を
読
む
の
は
ダ
メ
な
学
生
で
、
マ
ル
ク

ス
や
サ
ル
ト
ル
を
読
ん
で
い
る
人
が
イ
ン
テ
リ
だ
っ
た
け
ど
、
今
、

マ
ン
ガ
を
読
ん
で
い
る
学
生
は
本
当
に
イ
ン
テ
リ
な
ん
で
す
。

　

僕
は
実
家
が
本
屋
だ
っ
た
の
で
、
ず
っ
と
マ
ン
ガ
と
つ
き
合
い

続
け
た
。
今
、
大
学
に
マ
ン
ガ
学
部
や
学
科
が
で
き
た
り
し
て
い

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
や
日
本
の
カ
ル
チ
ャ
ー
を

高
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。

手
塚　

単
に
大
学
を
つ
く
っ
て
学
生
を
集
め
れ
ば
、
自
然
に
人
が

育
つ
わ
け
で
は
な
い
。
や
っ
ぱ
り
育
て
る
環
境
︱
︱
場
所
だ
け
で

な
く
、
そ
の
人
た
ち
が
育
つ
の
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
込

め
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
、
そ
こ
に
文
化
が
わ
か
る
人
間
を
入
れ
て
、

一
緒
に
育
て
て
い
け
る
か
ど
う
か
で
す
。

秋
元　

大
学
に
マ
ン
ガ
科
が
増
え
た
の
も
、
マ
ン
ガ
家
を
育
て
た

い
と
い
う
よ
り
、
受
験
生
に
人
気
が
あ
り
そ
う
だ
か
ら
。
む
し
ろ

マ
ン
ガ
が
好
き
と
い
う
大
人
が
増
え
な
い
と
ダ
メ
。
子
供
が
マ
ン

ガ
家
に
な
る
と
言
う
と
、
大
抵
の
親
は
食
っ
て
い
け
な
い
と
止
め

る
が
、
も
っ
と
飛
び
出
し
て
い
い
。
そ
れ
を
引
き
止
め
て
い
る
日

本
の
常
識
が
あ
る
限
り
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
世
界
と
戦
え
な
い
。

　

日
本
人
は
ア
ニ
メ
や
ア
イ
ド
ル
と
い
う
と
オ
タ
ク
で
し
ょ
う
と

い
う
見
方
。
僕
ら
大
人
が
、
子
供
が
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
に
な
り
た
い

と
言
っ
た
と
き
に「
い
い
ね
」と
。
ア
ニ
メ
は
す
ご
い
ん
だ
よ
と
。
み
ん

な
が
大
学
を
出
て
企
業
に
就
職
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
多
様
な
職

業
が
そ
れ
ぞ
れ
尊
敬
を
集
め
、
結
果
的
に
、
ア
ニ
メ
を
や
ろ
う
と

思
っ
た
が
残
念
な
が
ら
才
能
が
な
か
っ
た
。
だ
け
ど
私
は
今
、
経

産
省
で
ア
ニ
メ
を
一
生
懸
命
売
り
込
む
仕
事
を
し
て
い
る
と
な
っ

た
と
き
、
初
め
て
日
本
が
世
界
に
ア
ニ
メ
な
り
を
輸
出
で
き
る
。

マ
イ
ペ
ー
ス
で
エ
ク
ス
ト
リ
ー
ム
、

「
生
み
出
す
力
」が
強
い
関
西

奥
野　

さ
て
ク
ー
ル
カ
ル
チ
ャ
ー
と
関
西
の
関
係
、
結
構
そ
う
い

う
根
を
関
西
は
つ
く
っ
て
き
た
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
Ｊ
ポ
ッ

プ
も
根
は
関
西
フ
ォ
ー
ク
に
あ
っ
た
し
、
マ
ン
ガ
も
手
塚
治
虫
さ

ん
は
関
西
で
デ
ビ
ュ
ー
。
こ
れ
は
近
世
も
そ
う
で
、
人
形
浄
瑠
璃

と
か
浮
世
草
子
と
か
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
関
西
は
つ
く
っ
て
き
た
。

秋
元　

そ
れ
は
関
西
の
マ
イ
ペ
ー
ス
さ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
例
え

ば
吉
本
の
お
笑
い
︱
︱
僕
の
妻
は
福
井
県
出
身
な
の
で
子
供
の
頃

か
ら
吉
本
を
見
て
育
っ
た
。
そ
れ
が
あ
る
と
き
か
ら
東
京
を
中
心

に
全
国
に
広
ま
り
、
今
に
関
西
弁
が
標
準
語
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
勢
い
で
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
関
西
の
マ
イ
ペ
ー
ス

さ
。
つ
ま
り
よ
そ
の
も
の
に
憧
れ
る
の
で
は
な
く
自
分
た
ち
の
文

化
を
守
り
続
け
る
か
ら
こ
そ
、
み
ん
な
が
真
似
を
す
る
。

手
塚　

や
っ
ぱ
り
西
は
、
革
新
的
な
資
質
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

よ
り
エ
ク
ス
ト
リ
ー
ム
な
も
の
を
求
め
る
。
昔
は
よ
く
ア
ク
シ
ョ

ン
映
画
や
ホ
ラ
ー
映
画
、
極
端
な
映
画
を
つ
く
る
と
関
西
で
は
受

け
る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
土
壌
が
あ
る
。

東
京
は
大
も
と
に
あ
る
徳
川
が
非
常
に
保
守
的
だ
っ
た
か
ら
本
当

に
石
橋
を
叩
く
よ
う
な
感
じ
、
そ
の
勢
い
の
差
は
や
は
り
あ
る
。

　

だ
か
ら
東
京
に
出
版
社
が
多
く
て
も
、
マ
ン
ガ
は
関
西
で
ど
っ

と
勢
い
が
出
て
、
そ
の
中
に
手
塚
治
虫
も
い
て
余
計
に
そ
れ
が
広

ま
っ
た
。
東
京
の
出
版
社
は
売
れ
る
と
わ
か
っ
て
か
ら
や
っ
と
手

を
つ
け
る
。
そ
う
い
う
順
序
だ
っ
た
。

秋
元　

東
京
は
中
心
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
最
大
公
約
数
な
ん

で
す
。
今
、
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
そ
う
、
最
大
公
約
数
。

だ
か
ら
確
か
に
中
心
な
ん
だ
け
ど
、
ネ
ッ
ト
で
飛
び
出
し
て
き
た

も
の
と
か
に
は
対
応
で
き
な
い
。
関
西
は
逆
に
独
自
の
文
化
を
守

り
続
け
る
。
こ
う
い
う
の
が
多
分
、
今
日
的
な
ん
だ
と
思
う
。
だ

か
ら
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
も
テ
レ
ビ
な
ど
メ
ジ
ャ
ー
な
メ
デ
ィ
ア
で
な
く
秋

葉
原
で
延
々
公
演
を
繰
り
返
す
と
い
う
独
自
性
、
ぶ
れ
な
い
点
に

勝
機
が
あ
っ
た
。
特
に
関
西
は
そ
こ
が
す
ご
い
と
思
う
ん
で
す
。

奥
野　

た
だ
、
江
戸
時
代
も
最
初
に
関
西
で
井
原
西
鶴
や
近
松
門

左
衛
門
な
ど
が
出
て
き
て
も
、
結
局
は
江
戸
に
蔦
屋
重
三
郎
が
現

れ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
制
度
で
広
め
て
い
っ
た
。
人
形
浄
瑠
璃
も

関
西
で
始
ま
っ
た
が
、
派
手
な
江
戸
歌
舞
伎
と
し
て
マ
ス
カ
ル

チ
ャ
ー
化
し
て
い
く
。
確
か
に
何
か
を
生
み
出
す
根
は
関
西
に
あ

る
が
、
そ
れ
を
マ
ス
化
す
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
制
度
は
江
戸
時
代

か
ら
東
側
に
あ
っ
た
。

秋
元　

例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
で
生
ま
れ
た

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
も
、
オ
ン
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ

イ
に
な
っ
た
と
き
メ
ジ
ャ
ー
に
な
る
。
で

も
、
こ
れ
か
ら
ど
ち
ら
が
強
い
か
と
言
え

ば
、
生
ん
で
い
る
と
こ
ろ
。
つ
ま
り
今
後

は
関
西
か
ら
直
接
世
界
に
行
く
時
代
な
の

で
、
や
っ
ぱ
り
生
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
強

い
と
思
う
ん
で
す
。

奥
野　

今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
あ
る
い

は
デ
ジ
タ
ル
技
術
で
直
接
世
界
に
発
信
し

ま
す
か
ら
ね
。

　

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
に
つ
い
て
語
っ
て
き

ま
し
た
が
、
特
に
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
、
ア

イ
ド
ル
は
、
近
未
来
の
日
本
の
産
業
・
文

化
と
し
て
世
界
に
発
信
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
れ
を
現
実

化
す
る
に
は
、
大
人
の
理
解
、
政
府
・
行
政
・
企
業
の
既
成
概
念
と
制

度
の
改
革
、
そ
し
て
若
者
へ
の
新
し
い
教
育
が
必
要
で
す
。
外
国

に
倣
う
の
で
な
く
、
日
本
文
化
の
な
か
に
こ
そ
「
ク
ー
ル
」
の
根

が
あ
る
。
日
本
文
化
の
再
認
識
が
大
切
で
あ
り
、
関
西
は
そ
の
た

め
の
大
き
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

日
本
は
も
の
づ
く
り
大
国
と
し
て
国
際
的
地
位
を
築
い
た
が
、

今
や
コ
ン
テ
ン
ツ
、
つ
ま
り
「
も
の
語
り
づ
く
り
」
で
世
界
に
評

価
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
「
も
の
づ
く
り
」
に
「
も
の
語
り
づ
く

り
」
を
加
え
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
が
真
似
の
で
き
な
い
強
み
に
し

て
い
く
。
そ
れ
が
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
、
日
本
の
針
路
だ
と
思
い
ま

す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

編集／田窪由美子 関
西
フ
ォ
ー
ク

六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年

代
初
頭
に
か
け
て
関
西
か
ら

生
ま
れ
た
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン

グ
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
。
ザ
・

フ
ォ
ー
ク
・
ク
ル
セ
ダ
ー
ズ

『
帰
っ
て
き
た
酔
っ
ぱ
ら
い
』

な
ど
が
先
駆
け
と
な
る
。

手
塚
治
虫（1928

〜89

）

漫
画
家
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

作
家
。
代
表
作
に『
鉄
腕
ア

ト
ム
』『
火
の
鳥
』『
ブ
ラ
ッ

ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
』『
ジ
ャ
ン
グ

ル
大
帝
』な
ど
。

井
原
西
鶴（1642

〜93

）

江
戸
時
代
の
浮
世
草
子
・
人

形
浄
瑠
璃
作
者
。
代
表
作
に

『
好
色
一
代
男
』『
日
本
永
代

蔵
』『
世
間
胸
算
用
』な
ど
。

近
松
門
左
衛
門

（1653

〜1725

）

江
戸
時
代
の
人
形
浄
瑠
璃
・

歌
舞
伎
作
者
。
代
表
作
に

『
曽
根
崎
心
中
』『
心
中
天
網

島
』『
冥
途
の
飛
脚
』な
ど
。

蔦
屋
重
三
郎（1750

〜97

）

江
戸
時
代
の
版
元
。
作
家
や

絵
師
の
才
能
を
見
抜
く
慧
眼

で
、山
東
京
伝
ら
の
黄
表
紙
・

洒
落
本
、
喜
多
川
歌
麿
や
東

洲
斎
写
楽
の
浮
世
絵
な
ど
を

世
に
出
し
た
。



反
応
は
群
を
抜
い
て
ダ
イ
レ
ク
ト
。「
ど
う
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の
」っ

て
い
う
期
待
感
が
舞
台
上
ま
で
伝
わ
っ
て
く
る
。
演
奏
に
対
し
て
も
、

周
り
の
反
応
を
気
に
せ
ず
、
自
分
が
良
い
と
思
う
と
す
ぐ
に
拍
手
を
し

て
く
れ
る
か
ら
、
ど
の
曲
が
好
き
か
す
ご
く
わ
か
り
や
す
い
。
海
外
の

コ
ン
サ
ー
ト
で
は
そ
う
い
う
反
応
も
多
い
け
ど
、
日
本
で
は
お
客
さ
ま

の
ほ
う
も
緊
張
し
て
い
る
の
か
、
反
応
が
均
一
。
終
了
後
の
サ
イ
ン
会

な
ど
で
お
会
い
す
る
ま
で
、
ど
の
曲
が
良
か
っ
た
の
か
、
ど
う
感
じ
て

く
れ
て
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
演
奏
中
に
わ
か
る
大
阪
で
は
、
私
の

気
持
ち
も
盛
り
上
が
る
。
奏
者
に
と
っ
て
は
最
高
の
お
客
さ
ま
だ
。

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
の
共
演
も
大
阪
は
、
や
り
や
す
い
。「
み
ん
な
で

一
つ
の
音
楽
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
ノ
リ
だ
か
ら
、
ヨ
ソ
者
が
力
を
試

さ
れ
て
る
よ
う
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
な
く
て
済
む
。
私
は
結
構
心

配
性
だ
け
ど
、
大
阪
に
住
め
ば
楽
観
的
に
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
人

と
人
の
垣
根
の
な
さ
が
嬉
し
い
。

　

た
だ
、
残
念
な
が
ら
音
楽
を
や
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
東
京
の

方
が
「
場
」
が
多
く
、
活
動
し
や
す
い
。
芸
術
文
化
を
育
む
に
は
、
夢

を
持
て
る
環
境
が
大
事
。
憧
れ
の
人
の
活
躍
を
身
近
に
見
る
こ
と
が
で

　

幼
稚
園
の
頃
、
家
族
旅
行
で
初
め
て
訪
れ
た
大
阪
は
、
ワ
ク
ワ
ク
す

る
よ
う
な
熱
気
に
溢
れ
て
い
た
。
な
に
よ
り
街
の
人
た
ち
の
テ
ン
ポ
の

い
い
お
喋
り
が
面
白
く
て
、
楽
し
か
っ
た
。
通
天
閣
な
ど
有
名
な
観
光

ス
ポ
ッ
ト
よ
り
も
、と
に
か
く
「
人
」。
人
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
。
今
、

私
は
大
阪
の
大
学
に
月
二
回
教
え
に
通
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
印
象

は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

以
前
に
比
べ
る
と
最
近
は
、
街
が
洗
練
さ
れ
て
き
た
。
中
之
島
あ
た

り
な
ど
特
に
そ
う
。
す
ご
く
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
庶
民
性
、
両
極
の
相

反
す
る
も
の
が
た
く
さ
ん
同
居
し
て
い
る
。
先
端
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に

身
を
包
ん
だ
美
し
い
女
性
が
、
口
を
開
く
と
と
て
も
面
白
い
と
か
。
街

も
人
も
意
外
性
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
て
、
奥
が
深
い
。

　

全
国
各
地
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
い
て
い
る
が
、
大
阪
の
お
客
さ
ま
の

作画：田坪良次　京都市立芸術大学名誉教授（環境デザイン） 19季刊［やく］2010 Autumn20 季刊［やく］2010 Autumn

［
大
阪
編
］

芸
術
文
化
を
支
え
る

大
阪
の「
人
」の
力

川
井
郁
子 

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
／
作
曲
家

き
る
環
境
︱
︱
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
仕
事
を
し
て
い
け
る
場
が
な
け
れ
ば
、

若
手
は
育
た
な
い
。

　

人
が
人
を
つ
く
る
。
相
手
を
楽
し
ま
せ
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
旺
盛
で
、

ち
ょ
っ
と
お
節
介
。
会
話
が
面
白
く
、
フ
ラ
ン
ク
な
雰
囲
気
の
な
か
で

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
え
る
街
・
大
阪
。
遡
れ
ば
江
戸
時
代
、
大
坂
は
人

形
浄
瑠
璃
は
じ
め
上
方
文
化
を
花
開
か
せ
た
。
文
化
を
育
む
土
壌
と
し

て
、「
人
」の
力
は
今
も
あ
る
。次
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
活
躍
で
き
る「
場
」

が
あ
れ
ば
、
大
阪
は
も
っ
と
素
敵
な
街
に
な
る
。

かわい　いくこ　ヴァイオリニスト／作曲家
東京芸術大学卒、同大学院修了。大
阪芸術大学（芸術学部）教授。ソリスト
として活躍の他、TV「ミューズの晩餐」
（TX系）やラジオなどメディアでも活躍。
「川井 郁 子 Mother Hand基 金 」を
設立、国連UNHCR協会評議員。08
年NYカーネギーホール公演で米デビ
ュー。今年アルバムデビュー10周年。
10/7〜11世界的バレエダンサー、ファ
ルフ・ルジマトフとのかつてない音楽舞踏
劇「COLD SLEEP」＠新国立劇場、
10/6アルバム『REBORN』発売、11月よ
り全国ツアーを予定。
http://www.ikukokawai.com/



特
集
―
―
❷［
ル
ポ
］ＭＯ
ＶＥ
ザ
関
西

2122

「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パン
」と
し
て
注
目
を
集
め
る
、

日
本
の
マン
ガ・ア
ニメ
な
ど
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
や
日
本
料
理
。

そ
れ
ら
世
界
に
誇
る
日
本
文
化
の
多
く
は
、関
西
の
地
に
芽
吹
き
、

地
域
の
特
色
を
生
か
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。

「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パン
」の
魅
力
と
、そ
れ
を
支
え
て
き
た
文
化
力
を
探
る
た
め
に
、

奈
良
、京
都
、滋
賀
、兵
庫
の
各
地
を
訪
ね
て
み
た
。

関
西
文
化
の

底
力
を
検
証
す
る

「南都楽所」の夏季雅楽・神楽講習
会最終日、春日大社本殿に奉納する
神楽舞「浦安の舞」を演じるために待
機する巫女（舞姫）装束の受講生たち



奈
良

楽
所
」
が
置
か
れ
た
。

　
「
奈
良
に
は
東
大
寺
や
興
福
寺
、
薬
師
寺
、
唐
招
提
寺
や
春
日

大
社
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
寺
社
の
お
祭
り
に
は
舞
楽
が
必
須
の

も
の
で
し
た
」
と
藤
岡
さ
ん
。
以
来
、
そ
れ
ら
寺
社
の
支
援
を
受

け
な
が
ら
、
南
都
楽
所
に
属
す
幾
つ
も
の
楽が
っ
け家
（
楽
人
の
家
系
）

で
は
、
幾
百
年
の
歳
月
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
雅
楽
の

技
を
磨
き
、
伝
え
続
け
て
き
た
。

伝
統
を
絶
や
さ
ず
受
け
継
ぐ
「
見
え
な
い
」
パ
ワ
ー

　

明
治
維
新
直
後
、
南
都
楽
所
に
転
機
が
訪
れ
た
。
政
府
の
命
で
、

京
都
、
奈
良
、
大
阪
三
楽
所
の
楽
家
、
楽
人
が
す
べ
て
東
京
に
招

集
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
奈
良
で
は
、
つ
な
が
り
の
深
い
お
寺
や
神
社
へ
の
雅

楽
奉
納
を
使
命
と
感
じ
る
楽
人
の
幾
人
か
が
地
元
に
残
り
、
弟
子

や
支
援
者
と
と
も
に
雅
楽
の
活
動
や
後
継
者
の
育
成
に
取
り
組

ん
だ
。「
こ
れ
ま
で
千
年
も
続
け
て

き
た
、
神
社
の
お
祭
り
や
お
寺
の
法

要
で
演
じ
て
き
た
雅
楽
を
、『
も
う

で
き
ま
せ
ん
』
で
は
、
神
さ
ま
や

仏
さ
ま
に
申
し
訳
な
い
。
そ
し

て
、
自
分
の
代
で
奈
良
を
出
る

の
は
ご
先
祖
さ
ま
に
も
申
し
訳

な
い
と
い
う
気
持
ち
も
働

い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」（
藤
岡
さ
ん
）

古
代
ユ
ー
ラ
シ
ア
伝
来
の
熟
成
さ
れ
た
楽
と
舞

　

中
元
万
燈
籠
の
夕
べ
、
春
日
大
社
本
殿
下
の
直な

お
ら
い
で
ん

会
殿
に
坐
し
た

「
南
都
楽
所
」
の
楽
人
た
ち
が
篳ひ

ち
り
き篥

と
高こ

ま
ぶ
え

麗
笛
、
三さ

ん
の
こ

之
鼓
と
太
鼓
、

鉦し
ょ
う
こ鼓
に
よ
る
、
雅
楽
独
特
の
厳
か
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
調
べ
を
奏

で
始
め
た
。
ほ
ど
な
く
前
の
板
の
間
に
、
鼠
の
模
様
を
刺
繍
し
た

黄
色
い
装
束
と
緑
の
甲
か
ぶ
と
を
被
っ
た
四
人
の
舞
人
が
現
れ
て
、
舞
楽

「
林り
ん
が歌
」
を
演
じ
て
い
く
。
雅
楽
奉
納
の
ひ
と
と
き
で
あ
る
。

　

雅
楽
は
、
は
る
か
昔
、
仏
教
の
伝
来
や
遣
隋
使
、
遣
唐
使
な
ど

に
伴
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
、
古
代
中
国
や
朝
鮮
半
島
、
渤
海

国
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ア
な
ど
の
音
楽

と
舞
に
由
来
す
る
、
と
南
都
楽
所
の
楽
人
で
春
日
大
社
禰ね

ぎ宜
の
藤

岡
信
宏
さ
ん
は
言
う
。
既
に
奈
良
時
代
、
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養

会
に
奉
納
の
記
録
が
あ
る
が
、「
お
そ
ら
く
当
時
の
楽
人
や
舞
人

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
か
ら
渡
来
し
て
、
楽
器
も
旋
律
も
国
や
地
域

ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
」。
藤
岡
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

平
安
時
代
、
そ
れ
ら
出
自
の
異
な
る
雅
楽
が
整
理
統
合
さ
れ
、
中

国
・
イ
ン
ド
・
ベ
ト
ナ
ム
系
の
「
唐と
う
が
く楽
」
と
、
朝
鮮
半
島
・
渤
海

国
系
の
「
高こ
ま
が
く

麗
楽
」
に
編
成
さ
れ
た
。
な
お
、
器
楽
演
奏
だ
け
の

雅
楽
を
「
管
絃
」
と
い
い
、舞
踊
を
伴
う
雅
楽
を
「
舞
楽
」
と
い
う
。

　

そ
う
し
て
平
安
時
代
中
期
の
一
〇
〇
〇
年
頃
、
唐
楽
を
行
う

人
々
に
よ
っ
て
、
奈
良
に
南
都
楽
所
が
置
か
れ
、
京
都
に
は
宮
中

専
属
の
「
大お
お
う
ち内
楽
所
」、
大
阪
に
は
四
天
王
寺
専
属
の
「
天
王
寺

2324

雅楽、世界最古の管絃楽を伝える持続力
❶龍笛（りゅうてき）を奏でる南都楽所の藤岡信宏さん
❷春日大社本殿に奉納される神楽舞「浦安の舞」
❸❹中元万燈籠の夕べ、春日大社本殿下の直会殿で「林歌」（りんが）を演奏する南都楽所の楽人たちと演じる舞人たち

1

3

2 4
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京
都

　

明
治
以
降
、
雅
楽
は
楽
家
以
外
の
誰
で
も
演

じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
奈

良
で
は
雅
楽
を
習
い
始
め
る
人
が
増

え
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
春
日
大
社

を
中
心
に
残
っ
た
楽
人
と
新
た
な
人
た
ち
で
形
成

さ
れ
た
の
が
、
現
「
南
都
楽
所
」
で
あ
る
。

　

南
都
楽
所
で
は
、
現
在
、
春
日
大
社
を
中
心
に
橿

原
神
宮
、
興
福
寺
、
法
隆
寺
な
ど
の
祭
礼
や
法
要
で
雅
楽
を
奉
納

す
る
だ
け
で
な
く
、
国
内
外
で
の
公
演
、
普
及
活
動
に
尽
力
。
欧

州
や
中
国
な
ど
に
出
か
け
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
唐

楽
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
中
国
に
は
幾
度
も
「
里
帰
り
」
し
、
敦
煌
の

莫ば
っ
こ
う
く
つ

高
窟
前
で
奉
納
公
演
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　

今
、
雅
楽
は
世
界
で
日
本
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
中
国
公

演
で
は
仏
教
僧
侶
も
大
勢
詰
め
か
け
、
感
慨
深
げ
に
鑑
賞
さ
れ
て

い
た
、
と
藤
岡
さ
ん
は
言
う
。
欧
州
で
は
洋
楽
に
な
い
ユ
ニ
ー
ク

な
旋
律
や
メ
ロ
デ
ィ
ラ
イ
ン
を
興
味
深
く
味
わ
う
観
客
も
多
い
、

と
か
。
も
ち
ろ
ん
、
後
進
の
指
導
、
育
成
に
も
積
極
的
で
週
末
や

夏
季
講
習
会
に
は
お
年
寄
り
か
ら
小
学
生
に
至
る
ま
で
、
男
女
と

も
に
多
く
の
受
講
生
が
稽
古
に
励
ん
で
い
る
。

　
「
雅
楽
は
本
来
、
純
粋
な
気
持
ち
で
神
さ
ま
や
仏
さ
ま
に
奉
納

す
る
も
の
。
奈
良
の
人
は
あ
ま
り
構
え
ず
、
熱
く
燃
え
な
い
け
れ

ど
、粘
り
強
く
続
け
る
『
見
え
な
い
』
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
」。

奈
良
の
地
で
雅
楽
が
途
絶
え
る
こ
と
な
く
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
背

景
に
つ
い
て
、
藤
岡
さ
ん
は
そ
う
述
べ
た
。

寿司よりクールな京懐石、日本食の極みと伝統

25

四
季
折
々
の
「
季
節
」
を
味
わ
う
京
料
理

　

旨
い
昆
布
出
汁
と
、
魚
や
野
菜
な
ど
旬
の
素
材
を
生
か
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
料
理
を
、
一
品
ご
と
に
味
の
あ
る
陶
磁
器
や
漆
器
に
盛

り
つ
け
、
目
に
、
舌
に
、
そ
し
て
心
に
感
動
と
至
福
の
ひ
と
と
き

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
が
「
京
懐
石
」
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
シ
ー
フ
ー
ド
へ
の
世
界
的
な
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
で
、

ク
ー
ル
な
「Sushi

」
は
欧
米
の
人
々
の
身
近
な
メ
ニ
ュ
ー
と
し

て
定
着
し
た
。
さ
ら
に
近
年
、
懐
石
料
理
が
、
日
本
料
理
の
極
み
、

芸
術
と
さ
え
評
さ
れ
、
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

世
界
の
人
々
を
惹
き
つ
け
る
京
懐
石
な
ど
京
料
理
の
精
髄
は
、

い
か
に
季
節
感
溢
れ
る
素
材
を
使
っ
て
季
節
を
表
現
し
、
季
節
を

味
わ
う
か
だ
、
と
言
う
の
は
、
京
都
料
理
組
合
組
合
長
で
、
安
土

桃
山
期
創
業
の
料
亭
「
山
ば
な
平
八
茶
屋
」
二
十
代
当
主
・
園
部

平
八
さ
ん
だ
。「
例
え
ば
、
う
ち
の
若
狭
懐
石
で
は
、
秋
、
杉
の

薄
板
に
ぐ
じ
（
甘
鯛
）
を
載
せ
、茸
と
松
茸
を
加
え
て
あ
ぶ
る
『
ぐ

じ
の
杉
板
焼
き
』
を
お
出
し
し
て
い
ま
す
」

　

こ
の
よ
う
な
京
料
理
の
基
本
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
園
部
さ
ん

に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
だ
。
そ
れ
ま
で
京
都
に
は
、
茶

道
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
「
懐
石
料
理
」、
寺
院
文
化
か
ら
生
ま
れ

た
「
精
進
料
理
」、
公
家
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
「
有
職
料
理
」、
周

辺
の
河
川
や
琵
琶
湖
の
食
材
を
使
っ
た
「
川
魚
料
理
」、
町
家
の

惣
菜
を
基
本
と
す
る
「
お
ば
ん
ざ
い
」
の
五
系
統
が
あ
っ
た
。
そ

❶南都楽所の夏季雅楽・神楽講習会で鳳笙（ほうしょう）の稽古をする受講生たち
❷同じく講習会で篳篥（ひちりき）の稽古をする受講生たち
❸雅楽の中でも有名な「越殿楽」の楽譜

1 2

3

萩の禅寺から移築されたという、「山ばな平八茶屋」の
表門「騎牛門」前に佇む二十代当主・園部平八さん
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3

れ
ら
が
独
自
性
を
高
め
、
あ
る
い
は
融
合
し
な
が
ら
、
季
節
感
に

富
む
多
様
、
多
彩
な
京
料
理
の
世
界
を
形
づ
く
っ
て
き
た
。

　

出
汁
の
昆
布
は
、北
前
船
が
松
前（
北
海
道
）か
ら
運
ん
だ
も
の
。

野
菜
は
地
元
で
丹
精
込
め
て
栽
培
さ
れ
て
き
た「
京
野
菜
」。魚
は
、

海
か
ら
遠
い
た
め
、
川
魚
か
、
若
狭
で
揚
が
っ
た
「
ひ
と
塩
物
」。

江
戸
時
代
、
京
で
唯
一
手
に
入
っ
た
「
活
け
物
」
は
、
樽
に
海
水

を
張
っ
て
運
ば
れ
た
淡
路
の
鱧は

も

と
明
石
の
蛸
で
し
た
、
と
園
部
さ

ん
は
言
う
。

工
夫
を
重
ね
て
次
代
に
つ
な
ぎ
、
世
界
に
伝
え
る

　

鱧
料
理
は
、
京
都
の
夏
の
風
物
詩
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
有
名
だ

が
、
江
戸
時
代
、
硬
い
小
骨
が
多
い
鱧
は
食
べ
づ
ら
く
、
産
地
の

淡
路
島
で
は
棄
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
京
の
料
理
人
は
、
工
夫

を
重
ね
て
編
み
出
し
た
「
骨
切
り
」
技
法
に
よ
っ
て
、
皮
一
枚
残

し
て
細
か
く
小
骨
を
切
断
。
落
と
し
（
湯
引
き
）
に
焼
き
物
、
揚

げ
物
、
蓋
物
、
吸
い
物
、
さ
ら
に
は
寿
司
に
と
腕
を
ふ
る
っ
て
自

在
に
調
理
し
、
夏
の
名
物
料
理
に
育
て
あ
げ
た
。「
そ
ん
な
工
夫

が
京
料
理
の
持
ち
味
で
す
」（
園
部
さ
ん
）

　

京
都
の
料
理
屋
は
、
ど
こ
も
店
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、
時
代

の
変
化
を
乗
り
越
え
る
新
し
い
料
理
を
工
夫
し
て
、
駅
伝
ラ
ン

ナ
ー
の
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
次
代
へ
と
つ
な
い
で
き
た
、
と
園
部

さ
ん
は
力
を
込
め
る
。

　

そ
の
よ
う
な
名
う
て
の
京
の
料
理
人
た
ち
が
力
を
合
わ
せ
、

日
本
料
理
の
発
展
と
世
界
的
な
普
及
、
理
解
促
進
の
た
め
に
、

二
〇
〇
四
年
、「
日
本
料
理
ア
カ
デ
ミ
ー
」
を
設
立
。
欧
米
の
有

望
な
若
手
シ
ェ
フ
を
京
都
の

料
理
屋
に
招
い
て
日
本
料
理

の
研
修
と
交
流
を
行
っ
た

り
、
海
外
で
現
地
の
シ
ェ

フ
や
料
理
関
係
者
に
日
本
料

理
の
レ
ク
チ
ャ
ー
や
実
演
を

披
露
し
た
り
、
京
都
市
内
の
小

学
校
で
食
育
活
動
に
携
わ
る
な
ど
、
多
彩
な
事
業
を
展
開
し
て

い
っ
た
。

　

初
代
理
事
長
を
務
め
た
園
部
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
当
初
、
懐
石
料

理
の
世
界
標
準
化
を
試
み
た
が
、
京
懐
石
は
京
都
の
気
候
風
土
、

生
活
文
化
の
な
か
で
こ
そ
、
と
の
想
い
が
さ
ら
に
強
く
な
っ
た
と

い
う
。「
昆
布
出
汁
は
京
都
の
水
が
軟
水
な
の
で
旨
味
が
出
ま
す
。

一
方
、
東
京
は
硬
水
の
た
め
昆
布
の
旨
味
が
出
ず
、
鰹
出
汁
に
頼

り
、
鰹
の
臭
み
を
消
す
た
め
に
醤
油
を
た
っ
ぷ
り
か
ぶ
せ
ま
す
。

い
か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
、
京
料
理
は
京
都

で
、
で
す
」（
園
部
さ
ん
）

　

そ
の
よ
う
な
地
域
の
特
性
、
素
材
を
い
か
に
生
か
す
か
が
、
京

料
理
の
持
ち
味
だ
。
実
際
、
京
都
で
研
鑽
を
積
ん
だ
海
外
の
シ
ェ

フ
た
ち
は
京
の
料
理
人
た
ち
の
料
理
へ
の
想
い
か
ら
季
節
ご
と
の

素
材
の
吟
味
、
扱
い
方
、
調
理
の
仕
方
、
盛
り
つ
け
方
ま
で
学
び
、

大
き
な
刺
激
と
深
い
感
動
を
得
て
帰
国
す
る
と
い
う
。
世
界
的
な

レ
ス
ト
ラ
ン
ガ
イ
ド
が
京
都
の
料
理
、
料
亭
を
高
く
評
価
す
る
の

も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

1 5

2 4 6
京
都

❹名物料理「若狭懐石」に出す「ぐじ」をさばく園部さん
❺「ぐじの杉板焼き」などが並ぶ若狭懐石（提供：山ばな平八茶屋）
❻高野川河畔に建つ、大正期の数寄屋造りの座敷（提供：山ばな平八茶屋）

❶八坂神社の南、高台寺道につながる石塀小路には料亭や旅館が幾つも軒を連ねている
❷お茶屋や料理屋が集まる祇園・花見小路では、日暮れ時、お座敷に通う舞妓さんを一目見ようと大勢の外国人観光客が押しかける
❸山ばな平八茶屋の庭園
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土と炎の芸術、六古窯「信楽」の魅力

30 29

信
楽「

古
信
楽
」
の
素
朴
な
生
活
雑
器
が
茶
人
を
魅
了

　

地
元
で
採
れ
る
良
質
の
陶
土
を
轆ろ
く
ろ轤
や
手
捻
り
で
、
大
小
、
さ

ま
ざ
ま
な
器
形
に
成
形
し
、
穴
窯
や
登
り
窯
で
幾
晩
も
焼
き
あ
げ

て
、
独
特
の
赤
味
（
火
色
）
の
あ
る
、
温
か
で
し
っ
と
り
と
手
に

な
じ
む
味
わ
い
深
い
焼
き
物
を
つ
く
り
続
け
て
き
た
の
が
、
六
古

窯
の
一
つ
、鎌
倉
時
代
か
ら
の
歴
史
と
伝
統
を
持
つ
「
信
楽
」
だ
。

　

信
楽
陶
芸
作
家
協
会
会
長
で
、
祖
父
以
来
の
「
み
は
る
窯
」
を

主
宰
す
る
神
崎
継
春
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
信
楽
の
陶
土
は
、
も
と
は

古
琵
琶
湖
の
湖
底
に
堆
積
し
た
粘
り
強
い
山
土
で
、
ひ
び
割
れ
し

に
く
く
、大
き
な
器
も
小
さ
な
器
も
思
い
の
ま
ま
に
成
形
で
き
る
。

地
元
の
陶
工
た
ち
が
そ
ん
な
優
れ
た
陶
土
の
特
徴
を
引
き
出
し
な

が
ら
成
形
し
、
幾
日
も
窯か
ま
た
き焚

し
て
、
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
つ
く

り
あ
げ
て
き
た
土
と
炎
の
芸
術
が
信
楽
焼
（
特
に
江
戸
時
代
以
前

の
も
の
を
「
古
信
楽
」
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。

　

鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
信
楽
の
里
は
、
山
の
斜
面
を

掘
り
込
ん
で
築
い
た
「
穴
窯
」
で
壺
や
甕
、
大
甕
、
す
り
鉢
な
ど
、

周
辺
地
域
向
け
の
生
活
雑
器
を
焼
き
な
が
ら
発
展
し
た
。
そ
し
て

信楽にある「みはる窯」の工房で轆轤（ろくろ）を挽く神崎継春さん



業
と
は
距
離
を
置
く
作
家
志
向
の
強
い
陶
芸
家
た
ち
が
、
江
戸
初

期
に
消
滅
し
た
穴
窯
復
興
に
挑
戦
。
焼
締
め
技
法
に
よ
る
自
然
釉

の
、利
休
好
み
の
古
信
楽
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
風
情
あ
る
壺
や
皿
、

茶
碗
や
水
指
、花
入
な
ど
の
創
作
に
励
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
一
人
、

神
崎
さ
ん
は
「
窯
焚
で
は
穴
窯
の
中
の
温
度
は
一
三
〇
〇
℃
に
も

達
す
る
。
炎
が
踊
り
、
そ
れ
は
美
し
い
も
の
で
す
」
と
目
を
細
め

る
。
現
在
、
信
楽
に
穴
窯
は
三
十
数
基
と
増
え
、
日
本
の
陶
芸
界

で
、
信
楽
は
再
び
優
れ
た
茶
陶
の
メ
ッ
カ
と
し
て
の
地
位
と
評
価

を
固
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

〇
五
年
、
カ
ナ
ダ
人
監
督
が
製
作
し
た
カ
ナ
ダ
・
日
本
合
同
映

画
『
窯
焚
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｉ
』
は
、
信
楽
が
舞
台
。
穴
窯
で
の

窯
焚
を
題
材
に
、
芸
術
へ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
こ
だ
わ
り
と
日
本
の

美
意
識
を
世
界
に
発
信
し
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
世
界
映
画
祭
史
上

初
の
五
冠
ほ
か
、
ベ
ル
リ
ン
国
際
映
画
祭
で
も
審
査
員
特
別
賞
を

受
賞
す
る
な
ど
高
い
評
価
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
信

楽
へ
の
興
味
、
関
心
は
海
外
で
急
速
に
高
ま
っ
て
き
た
。
欧
米
ば

か
り
か
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の

研
修
生
が
毎
年
、
信
楽
高
原
に
あ
る
「
陶
芸
の
森
」
で
研
修
を
受

け
、
自
ら
穴
窯
で
の
窯
焚
実
習
に
励
ん
で
い
る
。

　

型
に
は
ま
っ
た
機
能
性
と
様
式
美
を
追
求
す
る
欧
米
な
ど
の
陶

磁
器
と
違
い
、
穴
窯
で
生
ま
れ
る
信
楽
焼
は
、
器
の
形
、
色
、
風

合
い
、
手
触
り
、
何
を
取
っ
て
も
自
由
で
明
る
く
、
土
と
炎
と
人

と
の
共
生
、
融
合
を
象
徴
す
る
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
、
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
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❹信楽のまちの一角に残る、昭和30年代まで使用された「登り窯」跡
❺神崎さんのみはる窯

信楽で最初に狸の焼き物を創った
といわれる窯元「狸庵」の狸信

楽

安
土
桃
山
時
代
。
千
利
休
な
ど
京
の
都
に
集
ま
る
茶
人
た

ち
に
、
信
楽
焼
の
、
明
る
く
大
ら
か
で
純
朴
な
風
合
い

の
良
さ
を
見
出
さ
れ
、「
わ
び
さ
び
」
の
心
を
体

現
す
る
「
茶
陶
」
の
産
地
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。「
茶
人
大
名
が
最
初
か
ら
茶

陶
を
焼
か
せ
た
伊
賀
焼
（
古
伊
賀
）
と
違
い
、
古
信

楽
は
茶
人
の
見
立
て
に
よ
っ
て
日
常
的
な
生
活
雑
器
が

水
指
や
花
入
な
ど
の
茶
陶
と
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
」（
神

崎
さ
ん
）

　

し
か
し
利
休
ら
が
絶
賛
し
た
、
穴
窯
で
焼
か
れ
釉
薬
を
使
わ
ず

灰
か
ぶ
り
の
自
然
釉
を
持
ち
味
と
す
る
焼
締
め
技
法
の
古
信
楽

は
、
江
戸
前
期
、
茶
陶
が
衰
え
る
な
か
で
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た

巨
大
な
「
登
り
窯
」
で
焼
か
れ
る
釉
薬
の
か
か
っ
た
茶
壺
な
ど
、

大
量
生
産
型
の
生
活
雑
器
へ
と
代
替
わ
り
し
て
、
歴
史
の
表
舞
台

か
ら
消
え
去
っ
た
。

「
穴
窯
」
の
窯
焚
に
海
外
の
注
目
が
集
ま
る

　

代
わ
っ
て
江
戸
中
期
、
宇
治
か
ら
江
戸
へ
運
ば
れ
る
茶
壺
生
産

で
伸
び
た
信
楽
は
、
明
治
中
期
、
地
元
で
開
発
さ
れ
た
「
な
ま
こ

釉
」
を
使
っ
た
藍
色
の
「
火
鉢
」
で
以
後
、
全
国
シ
ェ
ア
の
九
割

前
後
を
占
め
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
戦
後
の
高
度
成
長
期
以
降
は
、

火
鉢
に
代
わ
っ
て
植
木
鉢
や
傘
立
、
ガ
ー
デ
ン
用
の
陶
製
テ
ー
ブ

ル
セ
ッ
ト
な
ど
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
製
品
が
、
あ
る
い

は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
狸
が
日
本
中
の
家
庭
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

一
方
、
釉
薬
を
使
っ
た
生
活
雑
器
生
産
を
主
力
と
す
る
陶
器
産

❶轆轤上の陶土が、手指の動きに伴ってさまざまな器に成形されていく
❷「信楽」独特の風情ある花入など、神崎さんの作品が並ぶ展示室
❸自ら築いた「穴窯」で四昼夜窯焚を続ける神崎さん

1 3



33季刊［やく］2010 Autumn34 季刊［やく］2010 Autumn

宝
塚

場
、幕ま
く
あ
い間
な
し
の
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
花
の
パ
リ
と
人
々

の
暮
ら
し
を
表
現
。
評
判
が
評
判
を
呼
ん
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。「
こ

の
レ
ビ
ュ
ー
が
当
た
ら
な
か
っ
た
ら
、
今
の
宝
塚
歌
劇
も
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
ね
」（
小
林
さ
ん
）

　

な
お
、
今
や
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
し
て
世
界
を
席
巻
す
る
日
本

の
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
・
手
塚
治
虫
は
、
幼
少
期
、

宝
塚
に
暮
ら
し
、
宝
塚
歌
劇
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
。
王
子
の
格
好
を

し
て
活
躍
す
る
王
女
サ
フ
ァ
イ
ア
を
描
い
た
『
リ
ボ
ン
の
騎
士
』

は
、
宝
塚
歌
劇
の
影
響
で
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
宝
塚
」
か
ら
世
界
へ
オ
リ
ジ
ナ
ル
レ
ビ
ュ
ー
を
発
信

　

戦
後
、
宝
塚
歌
劇
は
、
五
一
年
に
上
演
し
三
カ
月
の
ロ
ン
グ
ラ

ン
公
演
と
な
っ
た
中
国
史
劇
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
大
作
『
虞
美
人
』

の
成
功
、さ
ら
に
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
直
後
の
七
四
年
に
上
演
し
た
、

池
田
理
代
子
原
作
『
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
』
の
大
ヒ
ッ
ト

な
ど
で
、
名
実
と
も
に
日
本
を
代
表
す
る
国
民
劇

の
地
歩
を
固
め
た
。

　

な
ぜ
、
宝
塚
歌
劇
が
こ
れ
ほ
ど
観
客
の
心
を
惹

き
つ
け
て
き
た
の
か
。
小
林
さ
ん
は
、
一
貫
し
て
女

性
だ
け
の
レ
ビ
ュ
ー
を
追
求
し
て
き
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
の

一
つ
だ
と
言
う
。「
舞
台
と
い
う
の
は
非
現
実
な

世
界
で
す
。
そ
の
舞
台
を
非
現
実
的
に
す
べ
て

女
性
が
演
じ
る
こ
と
で
、
た
と
え
外
国
物
の

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
も
、
お
客
さ
ま
は
違
和
感
な

く
物
語
世
界
に
す
っ
と
入
り
込
め
る
の
で
す
」

す
べ
て
の
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
「
国
民
劇
」
を
め
ざ
し
て

　

二
千
五
百
人
の
大
観
衆
が
注
視
す
る
宝
塚
大
劇
場
の
大
舞
台
。

華
麗
な
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
に
身
を
包
み
、
古
今
東
西
の
愛
と
ロ
マ
ン

の
物
語
の
主
役
を
演
じ
る
男
役
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
と
娘
役
ト
ッ
プ
を

中
心
に
、
多
数
の
男
役
・
娘
役
の
女
優
た
ち
が
絢
爛
豪
華
な
芝
居

と
歌
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
絵
巻
を
繰
り
広
げ
る
。

　
「
宝
塚
歌
劇
に
は
、
老
若
男
女
す
べ
て
の
お
客
さ
ま
に
喜
び
、

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
健
全
な
国
民
劇
を
創
ろ
う
と
い
う
、
創
始

者
・
小
林
一
三
の
遠
大
な
野
望
が
原
点
に
あ
り
ま
し
た
」
と
語
る

の
は
、
宝
塚
歌
劇
団
理
事
長
の
小
林
公
一
さ
ん
だ
。

　

宝
塚
歌
劇
の
歴
史
は
一
九
一
四
年
、
宝
塚
歌
劇
団
と
宝
塚
音
楽

学
校
の
前
身
、
十
六
人
か
ら
成
る
「
宝
塚
唱
歌
隊
」
の
『
ド
ン
ブ

ラ
コ
』
上
演
か
ら
始
ま
っ
た
。
や
が
て
、
低
料
金
で
誰
も
が
楽
し

め
る
「
国
民
劇
」
実
現
の
た
め
、
小
林
一
三
は
二
四
年
、
そ
れ
ま

で
の
宝
塚
大
劇
場
を
四
千
人
収
容
に
増
設
し
た
。
当
時
、
阪
急
梅

田
︱
宝
塚
間
の
電
車
は
一
両
か
二
両
。
一
両
で
四
千
人
な
ら
、
八

両
編
成
の
電
車
が
走
る
現
代
に
換
算
す
る
と
三
万
二
千
人
規
模
の

劇
場
に
な
り
ま
す
、
と
小
林
さ
ん
は
笑
う
。

　

そ
の
「
無
謀
」
な
企
て
に
命
を
吹
き
込
ん
だ
と
い
わ
れ
る
の
が
、

二
七
年
上
演
の
、
大
階
段
に
ラ
イ
ン
ダ
ン
ス
と
い
う
宝
塚
歌
劇
の

原
型
と
な
っ
た
初
レ
ビ
ュ
ー
『
モ
ン
・
パ
リ
』
だ
っ
た
。
全
十
六

非日常、非現実を演じるタカラヅカの発信力❶宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」内の棚を飾るタカラジェンヌたちのブロマイド
❷宝塚大劇場のエントランスで開場を待つ大勢のファン　❸宝塚歌劇団理事長・小林公一さん
❹宝塚歌劇の最後を彩る絢爛豪華なフィナーレ　ⓒ宝塚歌劇団

1

2

43



35

　

も
う
一
つ
、「
清
く
正
し
く
美
し
く
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
宝

塚
歌
劇
団
の
本
拠
地
を
、三
都
（
京
都
、大
阪
、神
戸
）
で
は
な
く
、

「
大
正
ロ
マ
ン
」
と
「
昭
和
モ
ダ
ン
」
の
な
か
で
発
展
し
た
「
宝
塚
」

に
置
い
て
い
る
こ
と
も
、
タ
カ
ラ
ヅ
カ
の
魅
力
を
百
年
近
く
保
ち

続
け
て
い
る
要
素
か
も
し
れ
な
い
。
新
作
や
再
演
以
外
の
海
外
作

品
で
も
、
常
に
タ
カ
ラ
ヅ
カ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
に
再
構
成
・
演

出
し
て
宝
塚
大
劇
場
で
初
演
し
、東
京
へ
。
以
後
、「
組
」
を
変
え
、

ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
全
国
ツ
ア
ー
へ
、
さ
ら
に
は
欧
米
や
ア
ジ
ア

で
の
海
外
公
演
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　

小
林
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
の
観
客
は
ま
る
で
コ

ン
サ
ー
ト
会
場
の
よ
う
な
熱
狂
的
歓
声
で
タ
カ
ラ
ジ
ェ
ン
ヌ
の
ス

テ
ー
ジ
を
迎
え
、
本
拠
地
・
宝
塚
大
劇
場
ま
で
観
劇
に
来
る
フ
ァ

ン
も
増
え
て
き
た
。
一
方
、
欧
米
の
観
客
は
当
初
、「
女
性
だ
け

の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」
と
い
う
点
に
戸
惑
い
を
見
せ
る
が
、
ひ
と
た

び
華
麗
な
愛
と
ロ
マ
ン
の
舞
台
に
接
す
る
と
、
違
和
感
な
く
、
そ

の
世
界
に
浸
り
、
楽
し
ん
で
い
る
と
か
。

　
「
日
本
ば
か
り
か
、
世
界
中
の
方
々
が
宝
塚
歌
劇
を
ご
覧
に
な

り
、
日
常
か
ら
解
放
さ
れ
て
元
気
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し

い
で
す
ね
」
と
小
林
さ
ん
は
結
ん
だ
。

●

　

関
西
発
の
文
化
が
、
独
自
性
と
質
の
高
さ
で
世
界
の
注
目
を
集

め
る
︱
︱
千
年
以
上
も
前
に
渡
来
し
た
文
化
を
継
ぎ
磨
き
、
世
界

で
唯
一
と
な
っ
た
今
、
既
に
途
絶
え
た
も
と
の
国
に
里
帰
り
公
演

を
行
っ
て
い
る
奈
良
の
「
雅
楽
」。
長
い
都
の
伝
統
の
な
か
で
公

家
や
寺
院
、
茶
人
や
町
家
の
料
理
を
洗
練
さ
せ
、
世
界
の
グ
ル
メ

に
「
芸
術
」
と
言
わ
し
め
た
「
京
懐
石
」。
安
土
桃
山
期
、
千
利

休
を
驚
か
す
茶
陶
を
焼
き
、戦
後
、昔
日
の
「
穴
窯
」
を
復
興
し
て
、

陶
芸
界
に
新
た
な
活
力
を
与
え
て
き
た
「
信
楽
焼
」。
大
正
ロ
マ

ン
と
昭
和
モ
ダ
ン
の
薫
り
高
い
地
で
生
ま
れ
育
ち
、
日
本
か
ら
世

界
へ
独
自
の
レ
ビ
ュ
ー
文
化
を
発
信
し
て
き
た
「
宝
塚
歌
劇
」。

地
域
に
根
づ
き
、
国
境
を
超
え
て
活
躍
す
る
関
西
文
化
の
今
後
に

注
目
し
た
い
。

取材・撮影／伊田彰成　編集／田窪由美子

1

2

❶ゲート前から宝塚大劇場の建物を望む
❷外国人も訪れる有楽町の東京宝塚劇場

宝塚市立手塚治
虫記念館前に建
つ「火の鳥」像

灯
り
︱
︱
そ
れ
は

そ
こ
に
暮
ら
し
が
あ
る
証

さ
ま
ざ
ま
な
心
模
様
が
描
か
れ

物
語
が
紡
が
れ
て
い
る
証

迎
え
て
く
れ
る
灯
り

見
送
っ
て
く
れ
る
灯
り

そ
し
て
見
守
っ
て
く
れ
る
灯
り

街
そ
れ
ぞ
れ
に
灯
り
が
あ
り

人
そ
れ
ぞ
れ
に

心
に
残
る
灯
り
が
あ
る

そ
の
一
つ
の
物
語
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初
め
て
灯
り
を
意
識
し
た
の
は
、
リ
ュ
ッ
ク

を
背
負
っ
て
一
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
歩
い

た
と
き
だ
っ
た
。
大
学
卒
業
間
近
の
冬
、

イ
ギ
リ
ス
の
田
舎
町
で
、
夜
道
を
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
照

ら
し
て
続
く
オ
レ
ン
ジ
色
の
街
灯
に
心
を
動
か
さ
れ
た
。

異
国
で
一
人
だ
っ
た
か
ら
か
、
暗
闇
の
中
で
小
さ
く
と

も
さ
れ
た
灯
り
に
、
体
温
の
よ
う
な
温
か
さ
を
感
じ
た
。

　

大
都
市
は
不
夜
城
。
す
べ
て
の
闇
を
な
く
し
て
し
ま

う
勢
い
で
、
真
夜
中
で
も
輝
い
て
い
る
。
日
本
も
そ
う
。

街
じ
ゅ
う
を
白
く
照
ら
し
出
す
こ
と
が
、
高
度
経
済
成

長
の
証
明
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
明
る
さ
に
慣
れ
て
い
た

か
ら
、
仄
暗
い
街
灯
に
却
っ
て
心
惹
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
闇
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
る
の
も
ま
た
、

灯
り
の
存
在
だ
。
光
と
闇
の
両
面
を
知
る
こ
と
―
―
そ

れ
は
私
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
の

根
幹
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
物

事
を
一
方
向
か
ら
で
な
く
多
様
な
方

向
か
ら
見
る
。
昔
か
ら
あ
ま
の
じ
ゃ

く
な
面
が
あ
っ
た
私
は
、
み
ん
な
が

「
こ
っ
ち
か
ら
見
る
と
い
い
よ
」
と

言
う
と
反
対
か
ら
見
る
よ
う
な
子
供

だ
っ
た
。
そ
れ
は
大
人
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
小
説

家
を
志
し
た
き
っ
か
け
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　

同
じ
場
所
で
も
、
明
る
い
昼
間
と
真
っ
暗
な
夜
で
は

全
く
違
っ
て
見
え
る
よ
う
に
、
人
間
に
も
、
表
と
裏
、

さ
ま
ざ
ま
な
顔
が
あ
る
。
新
聞
が
伝
え
る
の
が
光
の
部

分
な
ら
、
小
説
が
描
き
出
す
の
は
影
や
闇
。
そ
れ
は
、

よ
り
人
間
の
本
質
に
迫
る
も
の
と
い
え
る
。

　

外
国
映
画
な
ど
を
見
て
い
て
思
う
の
は
、
夜
の
街
を

描
く
の
が
う
ま
い
人
は
人
間
の
内
面
を
描
く
の
も
う
ま

い
。
小
説
の
な
か
で
人
間
の
心
理
を
描
く
と
き
に
も
、

夜
の
闇
や
、
そ
こ
に
と
も
る
灯
り
は
重
要
な
要
素
だ
。

心
が
癒
さ
れ
る
よ
う
な
仄
か
な
灯
り
も
あ
れ
ば
、
見
た

く
な
か
っ
た
も
の
ま
で
見
せ
て
し
ま
う
明
る
す
ぎ
る
照

明
も
あ
る
。私
も
多
分
、夜
の
場
面
に
自
分
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
託
す
だ
ろ
う
。
小
説
家
と
し
て
経
験
を
積
む
な
か

で
、
灯
り
に
は
も
っ
と
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
も
ら
わ

な
い
と
い
け
な
い
し
、
も
っ
と
闇
を
物
語
に
織
り
込
ん

で
い
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

　

も
と
も
と
日
本
に
は
、
独
特
な
灯
り
の
文
化
が
あ
っ

た
。
金
屏
風
が
薄
暗
が
り
の
中
で
し
っ
と
り
と
輝
く
美

し
さ
や
、
薪
た
き
ぎ
の
う能
で
面
の
陰
影
を
照
ら
し
出
す
篝か
が
り
び火
。
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
闇
を
生
か
す
灯
り
の
作
法
。
そ
う

い
う
灯
り
の
使
い
方
は
忘
れ
た
く
な
い
。

　

秋
―
―
空
気
が
澄
ん
で
い
く
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、

事
務
所
か
ら
近
い
六
甲
の
夜
景
も
、
よ
り
鮮
明
に
く
っ

き
り
と
見
え
て
く
る
。
日
が
短
く
な
る
こ
の
季
節
、
多

く
の
人
に
と
っ
て
は
次
第
に
光
が
失
わ
れ
て
い
く
よ
う

に
感
じ
る
時
期
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
私
に
と
っ
て

は
、
夜
ご
と
灯
り
が
近
づ
く
季
節
。
澄
ん
だ
夜
の
空
気

の
中
で
夜
景
が
美
し
く
輝
き
を
増
し
て
く
る
、
そ
ん
な

楽
し
み
が
近
づ
く
季
節
だ
。

3738

人
の
本
質
・
心
の
内
を
、

夜
の
街
の
情
景
で
描
き
た
い

真
山 

仁 

作
家

まやま　じん　　作家
1962年大阪市生まれ。同志社大学法学部
政治学科卒。87年中部読売新聞（現・読
売新聞中部本社）入社。89年退社、フリーラ
イターを経て、2004年『ハゲタカ』でデビュー。
同作はドラマ化、映画化され大反響を呼ぶ。
経済・金融のほか、メディア、エネルギー問題
などさまざまなテーマで作品を発表。他の著書
『レッドゾーン』『虚像（メディア）の砦』『バイア
ウト』『プライド』『マグマ』『ベイジン』など。
http://www.mayamajin.jp/



3940

作
家 

柴
崎
友
香

　

飛
行
機
の
窓
か
ら
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
海
岸
線
が
見
え
た

と
思
っ
た
ら
、
あ
っ
と
い
う
間
に
低
い
山
並
み
と
草
原
が
連
な
る

緑
の
大
地
が
広
が
っ
た
。
初
め
て
見
る
北
海
道
は
、
本
州
と
は
違

う
柔
ら
か
く
繊
細
な
緑
色
で
美
し
か
っ
た
。
空
港
を
出
る
と
、
猛

暑
日
の
続
く
大
阪
か
ら
は
予
想
以
上
の
涼
し
い
風
に
包
ま
れ
た
。

　

ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー
の
ベ
テ
ラ
ン
女
性
運
転
手
さ
ん
の
滑
ら
か

な
解
説
を
聞
き
、
牧
場
の
牛
や
馬
を
眺
め
な
が
ら
釧
路
市
内
へ
。

距
離
感
が
わ
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
ひ
た
す
ら
ま
っ
す
ぐ
な
湿
原
道

路
を
走
る
。
右
も
左
も
、
草
原
。
と
思
っ
て
い
る
と
、
運
転
手
さ

ん
が
「
こ
の
あ
た
り
は
全
部
湿
原
で
す
。
ヤ
チ
マ
ナ
コ
と
い
う
沼

の
よ
う
な
穴
が
あ
っ
て
、
昔
は
牛
や
馬
が
は
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
」。「
ヤ
チ
マ
ナ
コ
」
？   

「
湿
原
」
が
ど
う
い
う
場
所
な
の
か
、

実
感
す
る
の
は
も
う
少
し
あ
と
の
こ
と
に
な
る
。

エコル
ー
ツ
紀
行資

源
を
生
み
生
命
を
育
む
湿
原

︱
︱
炭
鉱
と
湿
原
の
釧
路
を
行
く
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シラルトロ湖
塘路湖

細岡展望台

温根内
ビジターセンター

釧路湿原
自然保護官事務所

たんちょう
釧路空港

釧路市

釧路川

釧路港 釧路コールマイン

釧路川蛇行復元
茅沼地区

釧路湿原

と
い
う
。
よ
く
見
る
と
、
砂
地
に
は
幾
筋
も
の
小
さ
な
水
の
流
れ

が
あ
る
。
一
か
所
で
は
な
く
、
浜
全
体
か
ら
水
が
浸
み
だ
し
て
い

る
。
触
っ
て
み
る
と
、
冷
た
い
。
湖
の
温
度
と
全
然
違
う
。
し
か

し
、
冬
に
湖
が
凍
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
逆
に
湧
き
水
は
凍
ら
な
い

と
い
う
か
ら
不
思
議
だ
。
昔
は
こ
の
あ
た
り
に
住
ん
で
い
た
人
た

ち
の
貴
重
な
水
源
だ
っ
た
し
、
今
も
動
物
た
ち
が
飲
み
に
く
る
そ

う
で
、
周
囲
に
は
シ
カ
の
足
跡
が
あ
っ
た
。
数
十
年
前
に
降
っ
た

雨
や
雪
が
、
今
目
の
前
で
湧
き
出
て
い
る
。
自
然
の
複
雑
で
精
巧

な
し
く
み
に
感
動
す
る
。

植
物
が
分
解
さ
れ
ず
に
堆
積
し
た
泥
炭
層

　

ゆ
っ
く
り
カ
ヌ
ー
を
漕
い
で
戻
り
な
が
ら
、
土
佐
さ
ん
に
、
今

年
は
異
常
に
暑
い
日
が
続
い
て
い
る
、
湖
の
景
色
自
体
は
変
わ
ら

な
い
け
ど
周
囲
か
ら
泥
が
流
れ
込
ん
で
水
深
は
一
ｍ
ほ
ど
浅
く

な
っ
た
、
な
ど
伺
う
。
減
っ
て
い
く
湿
原
を
、
土
佐
さ
ん
は
未
来

に
残
し
た
い
と
い
う
。

　

気
温
が
低
く
農
地
に
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
湿
原
を
調
査
し
、

一
九
八
〇
年
に
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の
指
定
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
、

地
元
住
民
を
中
心
と
し
た
活
動
と
努
力
だ
っ
た
。
国
立
公
園
に

な
っ
た
の
は
そ
の
七
年
後
の
こ
と
だ
。
釧
路
の
自
然
は
地
元
住
民

が
主
導
し
て
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

斉
藤
さ
ん
の
案
内
で
、
釧
路
川
を
上
流
へ
。
昔
は
水
害
の
防
止

や
農
地
開
発
の
た
め
に
川
の
流
れ
を
直
線
に
変
え
て
き
た
が
、
泥

を
運
び
込
ん
で
湿
原
が
乾
燥
化
し
て
し
ま
う
の
で
、
元
の
蛇
行
し

た
川
に
戻
す
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

塘
路
の
湧
き
水

　

到
着
し
た
場
所
は
、
塘
路
湖
畔
。
こ
こ
か
ら
カ
ヌ
ー
で
、
塘
路

湖
を
縦
断
す
る
。
案
内
し
て
く
だ
さ
る
の
は
、
釧
路
国
際
ウ
ェ
ッ

ト
ラ
ン
ド
セ
ン
タ
ー
の
斉
藤
さ
ん
と
レ
イ
ク
サ
イ
ド
と
う
ろ
の
土

佐
さ
ん
。
土
佐
さ
ん
は
、
代
々
こ
の
土
地
に
住
む
ア
イ
ヌ
の
方

で
、
塘
路
湖
周
辺
の
自
然
を
守
る
た
め
に
早
く
か
ら
尽
力
さ
れ
て

き
た
。
カ
ヌ
ー
が
湖
面
に
浮
か
ぶ
と
、
土
佐
さ
ん
の
舵
取
り
で
す

う
っ
と
進
み
出
し
た
。
大
き
い
ト
ン
ボ
、
細
い
ト
ン
ボ
が
飛
び
交

う
中
、
静
か
な
湖
面
に
浮
か
ぶ
水
草
は
菱
。
忍
者
が
撒
く
菱
の
実

だ
が
、
水
草
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
栗
の
よ
う
な
味
で
お
い
し

く
、
昔
は
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
冬
の
間
の
貴
重
な
保
存
食
だ
っ
た
。

秋
の
収
穫
の
時
期
に
合
わ
せ
た
お
祭
り
も
、「
昔
は
神
さ
ま
に
収

穫
を
伝
え
る
儀
式
だ
っ
た
の
が
、
今
は
お
祭
り
に
な
っ
て
い
る
」

と
土
佐
さ
ん
。
菱
は
湖
底
か
ら
生
え
、
根
は
三
ｍ
も
あ
る
。

　

見
渡
す
限
り
の
広
い
湖
面
を
ひ
た
す
ら
進
む
と
、
オ
ジ
ロ
ワ
シ

の
姿
が
。
双
眼
鏡
を
覗
い
て
み
る
と
、
確
か
に
白
い
羽
根
が
目
立

つ
。
そ
し
て
、
大
き
い
！　

　

対
岸
の
小
さ
な
浜
辺
に
降
り
る
。
こ
こ
か
ら
水
が
湧
い
て
い
る

▲アイヌ語で「沼のところ」という意味を持つ塘路湖は、太古、海が後退する
過程で誕生した海跡湖。レイクサイドとうろの土佐良範さんとカヌーに乗る

▲湧き水。雨や雪が数十年の時を経て湧き出て、
塘路湖に注いでいる

19,357haと日本最大の広さを持つ釧路湿原。太古の海が現在の姿となっ
たのは約3000年前。地殻運動により地盤は西高東低で、低くなった東側に
は海跡湖が残り、釧路川が大きく蛇行しながら流れている。圧倒的な平原の
広がり、ほとんど手つかずで残された自然は、この湿原に流れてきた悠久の時
を感じさせる。ここはまた多様な生物を育む場所でもあり、1980年日本で最初
にラムサール条約登録湿地となった。
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長
靴
に
軍
手
で
獣
道
を
進
む
。
棘
の
あ
る
イ
ラ
ク
サ
を
掻
き
分

け
て
い
く
斉
藤
さ
ん
が
頼
も
し
い
。
周
囲
を
見
渡
す
余
裕
が
で
き

る
と
、
あ
ま
り
に
美
し
い
風
景
に
息
を
飲
ん
だ
。
ミ
ズ
ナ
ラ
や
ダ

ケ
カ
ン
バ
な
ど
落
葉
樹
の
薄
い
葉
を
通
し
て
差
す
光
、
背
の
高
さ

ほ
ど
に
伸
び
た
シ
ダ
は
ま
る
で
古
代
の
森
の
よ
う
だ
。
釧
路
の
短

い
夏
の
束
の
間
の
緑
。
冬
に
は
葉
も
草
も
す
べ
て
枯
れ
て
し
ま
っ

て
ど
こ
ま
で
も
見
通
せ
る
景
色
に
一
変
す
る
そ
う
だ
。
足
下
の
土

は
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
。
湿
原
と
は
、
植
物
が
枯
れ
て
も
低
温
の

た
め
腐
ら
ず
に
長
い
年
月
を
か
け
て
堆
積
し
た
ス
ポ
ン
ジ
状
の
泥

炭
層
か
ら
成
る
土
地
。
豊
か
な
養
分
を
持
ち
、
多
様
な
生
物
の
育

つ
場
所
と
な
っ
て
き
た
。

　

す
ぐ
そ
ば
の
せ
せ
ら
ぎ
が
、
事
業
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
た
場
所
。

少
し
ず
つ
侵
食
が
進
み
、
弧
の
外
側
の
崖
が
崩
れ
て
き
て
い
る
。

落
ち
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
、
直
線
の
川
と
の
合
流
地
点
へ
。

林
を
抜
け
、
急
に
視
界
が
開
け
る
。
深
い
青
色
の
空
が
、
川
面
に

映
っ
て
輝
い
て
い
た
。
お
盆
が
過
ぎ
れ
ば
釧
路
の
夏
は
終
わ
る
。

空
は
も
う
秋
の
雲
だ
っ
た
。

国
内
唯
一・
最
後
の
坑
内
掘
り
炭
鉱

　

翌
朝
は
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
へ
。

　

石
炭
も
炭
鉱
も
過
去
の
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
人

は
多
い
が
、
発
電
や
製
鉄
に
石
炭
は
不
可
欠
で
あ
り
、
日
本
は
現

在
で
も
世
界
一
の
石
炭
輸
入
国
で
あ
る
。
輸
入
に
頼
り
切
ら
ず
、

ま
た
炭
鉱
の
技
術
を
失
わ
な
い
た
め
に
、
閉
山
し
た
太
平
洋
炭
礦

の
あ
と
を
受
け
，
二
〇
〇
一
年
に
設
立
さ
れ
た
の
が
釧
路
コ
ー
ル

93年に釧路市でラムサール条約締約国会議が開かれたのを機に、地方の
立場で湿地保全の国際協力を進めるための活動拠点として、釧路市はじめ
関係市町村などにより95年「釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）」が
設立された。KIWC研究員の斉藤さゆりさんに案内してもらい、釧路川の蛇
行復元現場を行く。

細岡展望台から見た釧路湿原。蛇行する釧路川が見事な地上絵を描く44

▲釧路川の蛇行復元
現場にて
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マ
イ
ン
で
あ
る
。

　

一
時
は
、
海
外
の
石
炭
に
比
べ
て
三
倍
近
い
価
格
差
が
あ
っ
た

国
産
の
石
炭
だ
が
、
海
外
炭
が
値
上
が
り
す
る
一
方
、
コ
ス
ト
削

減
が
進
み
、
現
在
は
そ
の
差
は
縮
ま
っ
て
い
る
。

　

今
や
国
内
唯
一
・
最
後
の
坑
内
掘
り
と
な
っ
た
こ
の
炭
鉱
は
、

釧
路
市
郊
外
の
沖
合
二
㎞
以
上
に
わ
た
っ
て
海
底
下
に
広
が
っ
て

お
り
、
傾
斜
が
緩
い
た
め
大
型
の
機
械
で
掘
削
が
可
能
だ
。
事
前

に
綿
密
な
地
質
調
査
を
し
、
で
き
る
だ
け
近
く
て
狭
い
範
囲
で
効

率
の
よ
い
採
掘
を
め
ざ
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
で
も
事
故
が
多
い

中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
の
研
修
生
を
受
け
入
れ
て
技
術
や
安
全
の
指
導

を
し
て
い
て
、
こ
の
日
も
ベ
ト
ナ
ム
の
研
修
生
が
出
発
前
の
安
全

確
認
の
点
呼
を
取
っ
て
い
た
。

　

保
安
生
産
部
長
の
市
原
さ
ん
の
先
導
で
、
作
業
服
に
安
全
靴
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
は
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
の
完
全
装
備
で
人
車
に
乗
り
込

む
。
傾
斜
し
た
ト
ン
ネ
ル
を
一
気
に
降
下
す
る
。「
海
岸
線
」
の

表
示
を
越
え
さ
ら
に
五
分
ほ
ど
下
り
、
そ
こ
か
ら
は
徒
歩
で
現
場

へ
向
か
う
。
海
面
下
約
二
二
〇
ｍ
。
冷
た
い
風
が
吹
い
て
く
る
。

大
抵
の
炭
坑
は
掘
り
進
む
ほ
ど
温
度
が
上
が
る
が
、
こ
こ
は
な
ぜ

か
昔
か
ら
涼
し
い
ら
し
い
。
真
冬
は
厳
し
い
寒
さ
に
な
る
。

　

鋼
枠
に
支
え
ら
れ
多
数
の
ケ
ー
ブ
ル
が
這
う
ト
ン
ネ
ル
を
ひ
た

す
ら
歩
く
。
上
り
坂
が
続
き
、
だ
ん
だ
ん
と
坑
道
も
狭
く
足
場
も

悪
く
な
る
の
で
、
息
が
上
が
る
。
機
械
類
は
す
べ
て
安
全
対
策
の

た
め
鉄
板
で
頑
丈
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
大
き
く
、
そ
の
分
坑
道

は
狭
い
。
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
の
明
か
り
だ
け
を
頼
り
に
よ
う
や
く
た

ど
り
着
い
た
掘
削
現
場
の
先
端
は
、
想
像
を
遙
か
に
超
え
る
迫
力

だ
っ
た
。

四
五
〇
〇
万
年
の
時
を
経
て
、
植
物
か
ら
石
炭
へ

　

暗
闇
の
中
に
、
漆
黒
の
岩
盤
が
光
っ
て
い
る
。
海
底
の
地
層

の
縞
模
様
が
、
巨
大
な
機
械
に
削
ら
れ
て
顕
わ
に
な
っ
て
い
た
。

四
五
〇
〇
万
年
の
時
を
経
て
、
湿
原
に
積
み
重
な
っ
た
泥
炭
層
が

こ
の
地
底
で
黒
い
石
炭
と
な
る
︱
︱
説
明
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
う

い
え
ば
石
炭
は
植
物
起
源
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
太
古
の

植
物
が
泥
炭
と
な
っ
て
湿
原
に
堆
積
し
、
の
ち
に
大
規
模
な
石
炭

層
に
な
る
の
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
途
方
も
な
い
時
間
を
か

け
て
生
み
出
さ
れ
た
資
源
を
、
大
勢
の
人
が
膨
大
な
労
力
を
か
け

て
着
実
に
掘
り
進
ん
で
い
た
。

　

地
上
に
戻
り
、
釧
路
港
の
貯
炭
場
へ
。
文
字
通
り
「
山
」
の
よ

う
に
石
炭
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
艶

が
あ
っ
て
軽
い
。
案
内
し
て
く
れ
た
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
の
水
石

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
時
に
は
化
石
化
し
た
植
物
の
形
が
見
ら
れ
る
そ

う
だ
。
岸
壁
か
ら
船
に
積
ま
れ
、
全
国
へ
運
ば
れ
る
。
普
段
当
た

り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
電
力
や
鉄
の
源
と
な
る
石
炭
が
生
み

出
さ
れ
る
場
所
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
わ
た
し
の
人
生
に

と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
経
験
と
な
る
だ
ろ
う
。

生
物
多
様
性
の
宝
庫

　

環
境
省
の
釧
路
湿
原
自
然
保
護
官
事
務
所
へ
。自
然
保
護
官（
レ

ン
ジ
ャ
ー
）
の
竹
中
さ
ん
に
釧
路
湿
原
の
概
要
や
世
界
各
国
で
見

直
さ
れ
て
い
る
湿
原
の
重
要
性
を
解
説
し
て
も
ら
う
。
生
物
多
様

◀切羽（きりは）にて。
巨大なドラムカッター
が唸りを上げていた▼泥炭から石炭へ、４５００万年

前の地層が美しい縞模様を見
せていた。黒い部分が石炭だ

▶貯炭場ではブルドーザーが
活躍。石炭が熱を持たないよう
踏み固め、中の空気を抜いて
いるのだとか

▲坑内で使う資材を運搬する台車（トロッコ）
◀坑内に設けられた休憩所

釧路コールマイン。90年にわたる釧路の採炭の歴史に幕を下ろしてはならな
いと地元経済界が力を結集、太平洋炭礦から採炭事業を引き継ぎ、2001
年に設立。採炭量や社員数は1/3に縮小したが、「掘り出せ、釧路の海

そ こ

底ヂ
カラ」を合い言葉に、釧路市沖の海底の炭層で採炭を続ける、日本唯一の坑
内掘り炭鉱だ。市原義久さんの先導で、採炭現場に入らせてもらった。
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性
。
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
湿
原
の
生
態
系
は
驚
く
ほ
ど
の
多
様
性

に
満
ち
て
い
る
。

　

事
務
所
が
置
か
れ
て
い
る
野
生
生
物
保
護
セ
ン
タ
ー
で
は
傷
つ

い
た
鳥
た
ち
の
保
護
も
行
っ
て
い
る
。
普
段
は
モ
ニ
タ
ー
で
し
か

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
鳥
舎
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
。
翼
を
伸
ば

す
と
二
ｍ
に
も
な
る
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
や
オ
ジ
ロ
ワ
シ
が
合
計
十
羽

以
上
い
る
。
獣
医
師
が
常
駐
し
、
傷
つ
い
た
鳥
の
治
療
や
リ
ハ
ビ

リ
を
経
て
、
可
能
な
も
の
は
自
然
に
帰
す
。

　

一
方
で
湿
原
本
来
の
生
態
系
を
維
持
す
る
た
め
に
、
外
来
種
で

あ
る
ウ
チ
ダ
ザ
リ
ガ
ニ
の
増
殖
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
、
罠
を

し
か
け
て
捕
獲
す
る
。
こ
れ
も
保
護
官
た
ち
の
仕
事
だ
そ
う
。

　

ミ
ズ
ナ
ラ
の
林
を
抜
け
て
温
根
内
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
へ
。
豊

か
な
大
自
然
に
見
え
る
森
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
が
一
度
伐
採
さ
れ
放

置
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
自
生
し
た
木
々
ら
し
い
。
確
か
に
大
木
は
少

な
い
。
自
然
の
状
態
に
近
づ
け
る
た
め
、
ど
の
く
ら
い
人
の
手
を

入
れ
る
か
試
行
錯
誤
し
つ
つ
、
自
然
の
状
態
に
近
づ
け
る
事
業
も

続
い
て
い
る
。

　

指
導
員
の
若
山
さ
ん
に
案
内
を
お
願
い
し
て
、
湿
原
を
通
る
木

道
を
歩
く
。
一
見
す
る
と
草
地
だ
が
、
水
を
含
ん
だ
湿
地
を
人
は

歩
け
な
い
。
そ
こ
で
貴
重
な
自
然
を
観
察
す
る
た
め
木
道
を
設
置

し
て
い
る
。
木
道
か
ら
両
側
を
見
る
と
、
確
か
に
ヨ
シ
や
ス
ゲ
の

根
元
に
は
水
が
溜
ま
っ
て
い
る
。
木
道
脇
の
水
た
ま
り
の
よ
う
な

ぽ
っ
か
り
空
い
た
と
こ
ろ
に
長
い
棒
を
差
し
込
む
と
、
二
ｍ
以
上

す
と
ん
と
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
「
ヤ
チ
マ
ナ
コ
」（
谷
地
眼
）

で
、
非
常
に
危
険
。

▶野外ゲージでリハビリ中のオジロ
ワシ。事故の原因は感電、交通事
故、鉛の銃弾が残ったシカ肉を食べ
たことによる鉛中毒などだとか

◀▲外来種のウチダザリガ
ニを捕獲。ニジマスの餌とし
て北米から輸入し摩周湖に
放流したものが増殖したそう
で、前日にしかけた罠には驚
くほどたくさんかかっていた。
ヨーロッパでは高級食材ら
しい

自然環境の保全整備や野生生物の保護管理を行う環境省 釧路湿原自然
保護官事務所で、自然保護官（レンジャー）の竹中康進さんに湿原の話を聞く

（写真右）。スポンジ状の泥炭層から成る釧路湿原では、シマフクロウやタン
チョウなど鳥類約170種、キタキツネやエゾシカなど哺乳類30種、イトウなど
魚類38種、氷河期からの生き残りのキタサンショウウオなど両生・は虫類9種、
トンボなど昆虫約1130種など多彩な生態系を確認している。

47「黒いダイヤ」石炭が山のように積み上げられた貯炭場。「掘り出した石炭に、化石化した植物の形が見えることもある」と、水石豊さん
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自
然
の
恵
み
を
享
受
し
て
生
き
る

　

湿
原
に
は
よ
り
水
分
の
多
い
ヨ
シ
・
ス
ゲ
湿
原
と
少
し
乾
燥
し

た
ミ
ズ
ゴ
ケ
湿
原
が
あ
る
。
木
道
の
先
で
ミ
ズ
ゴ
ケ
湿
原
に
出
た
。

植
物
の
背
丈
が
低
く
な
り
、
三
六
〇
度
、
見
渡
す
限
り
の
草
原
。

頭
上
に
は
空
だ
け
。
こ
ん
な
広
い
場
所
を
、
ほ
か
で
は
見
た
こ
と

が
な
い
。
吹
き
抜
け
る
風
と
鳥
の
声
だ
け
が
聞
こ
え
、
街
の
細
切

れ
の
時
間
で
は
な
い
、
永
遠
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
季
節

の
営
み
を
実
感
し
た
。

●

　

釧
路
湿
原
と
炭
鉱
は
、
何
千
年
、
何
万
年
と
積
み
重
な
っ
て

き
た
自
然
の
恵
み
を
享
受
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
で
き

る
場
所
だ
っ
た
。「
こ
の
湿
原
も
何
千
万
年
か
後
に
は
貴
重
な

石
炭
層
に
な
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」。
竹
中
さ
ん
が
笑
う
。

四
五
〇
〇
万
年
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
人
は
、
せ
め
て
百
年

二
百
年
、
い
や
千
年
先
の
未
来
を
考
え
て
、
目
の
前
の
自
然
に
接

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
思
い
を
抱
い
た
。

柴
崎　

友
香　
　

し
ば
さ
き　

と
も
か

一
九
七
三
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
大
阪
府
立
大
学
総
合
科
学
部
卒
。
機
械
メ
ー
カ
ー
勤
務
を
経

て
作
家
に
。
二
〇
〇
〇
年
の
デ
ビ
ュ
ー
作『
き
ょ
う
の
で
き
ご
と
』が
二
〇
〇
四
年
、行
定
勲
監
督

に
よ
っ
て
映
画
化
さ
れ
、話
題
に
な
る
。
〇
七
年『
そ
の
街
の
今
は
』で
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大

臣
新
人
賞
、織
田
作
之
助
賞
大
賞
、咲
く
や
こ
の
花
賞
受
賞
。
他
の
著
書『
主
題
歌
』『
青
空
感

傷
ツ
ア
ー
』『
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
』な
ど
。
街
に
、人
々
の
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
く
さ
ま
ざ
ま
な
瞬
間

を
、柔
ら
か
な
大
阪
弁
で
描
き
、共
感
を
集
め
て
い
る
。

http://shiba-to.com
/

▲ヤチマナコ。湿原にある落とし穴の
ような池。水たまりのように見えて、実
は2m以上。深いものでは4mもある

湿原内を歩いて、身近に生態を観察できる「温根内木道」。歩いていくと、
クサフジやドクゼリなど小さな可憐な花が咲いている。釧路湿原の植物は
約600種。どこを指してもすぐに毒の有無や名前の由来まで答えてくれる温
根内ビジターセンターの若山公一さん（写真右下）のおかげで、釧路の植物
を多く知ることができた。ヨシ・スゲ湿原を抜けると、大草原のようなミズゴケ
湿原が広がる。

地
球
温
暖
化
と
い
う
グ
ロ
ー
バ

ル
問
題
を
前
に
、
世
界
各
国

で
、
発
電
時
に
Ｃ
Ｏ
２

を
排
出
し
な

い
原
子
力
発
電
へ
の
期
待
が
高
ま
っ

　原子力

高レベル放射性廃棄物、
地層処分への課題
坂井悦郎 東京工業大学大学院理工学研究科教授

て
い
る
が
、
原
子
力
発
電
に
は
安
全

性
・
信
頼
性
の
確
保
、
核
不
拡
散
な

ど
数
々
の
課
題
も
あ
る
。
な
か
で
も

重
要
課
題
で
あ
り
な
が
ら
解
決
へ
の

道
が
遠
い
の
が
「
高
レ
ベ
ル
放
射
性

廃
棄
物
」
の
処
分
問
題
だ
。

　

高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
と
は
、

原
子
力
発
電
所
で
使
い
終
わ
っ
た
燃

料
（
使
用
済
燃
料
）
か
ら
、
再
利
用

で
き
る
ウ
ラ
ン
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を

取
り
出
し
た
（
再
処
理
）
後
に
残
る

物
質
の
こ
と
。
そ
の
名
の
と
お
り
放

射
能
レ
ベ
ル
が
高
い
た
め
、
ガ
ラ
ス

と
溶
か
し
合
わ
せ
て
、
ス
テ
ン
レ
ス

容
器
内
で
冷
や
し
固
め
る
。
こ
れ
を

「
ガ
ラ
ス
固
化
体
」
と
い
い
、
日
本

で
は
こ
れ
ま
で
千
六
百
六
十
四
本
の

ガ
ラ
ス
固
化
体
が
発
生
（
二
〇
〇
九

年
末
現
在
）。
そ
の
大
半
が
青
森
県

六
ヶ
所
村
の
貯
蔵
管
理
セ
ン
タ
ー
に

置
か
れ
、
三
十
〜
五
十
年
の
間
、
専

用
施
設
で
冷
却
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

問
題
は
そ
の
後
だ
。
高
レ
ベ
ル
放

射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
方
法
と
し

て
は
、
地
層
処
分
の
ほ
か
海
洋
投
棄
、

宇
宙
空
間
へ
の
投
棄
な
ど
が
国
内
外

で
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
安
全
性
等

に
よ
り
現
在
で
は
地
層
処
分
│
│
地

下
深
部
の
安
定
し
た
地
層
に
埋
設
し
、

地
下
3
0
0
m
以
深

ウラン鉱山 ウラン濃縮工場・
燃料加工工場 MOX燃料工場

再処理工場

原子力発電所

回収ウラン

ウラン

燃料

使用済燃料

ウラン 燃料

回収ウラン・
プルトニウム

高レベル
放射性廃棄物
（ガラス固化体）

再処理の過程で発生する高レベル放射性廃棄物

多重バリアシステム（例）

ガラス固化体 オーバーパック
鉄製の容器・
厚さ約20ｃｍ

緩衝材
締め固めた粘土・
厚さ約70ｃｍ

岩盤

地下３００mより深い、安定した地層（岩盤）で、
長期間にわたって何重ものバリアで覆うことにより安全に処分
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家
庭
か
ら
の
Ｃ
Ｏ
２

排
出
が
増

え
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
以

降
、
産
業
部
門
か
ら
の
排
出
が
減
少

傾
向
に
あ
る
一
方
で
、
家
庭
部
門
は

約
三
五
％
も
増
加
。
低
炭
素
社
会
実

現
に
向
け
、
対
策
が
急
が
れ
て
い
る
。

　

だ
か
ら
近
年
の
住
宅
ト
レ
ン
ド
は
、

省
エ
ネ
・
省
Ｃ
Ｏ
２

住
宅
。
家
庭
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
は
約
六
〇
％
が
空
調

（
暖
冷
房
）と
給
湯
で
あ
り
、ま
ず「
熱
」

を
上
手
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が

重
要
だ
。

　

新
築
住
宅
の
場
合
、
九
九
年
に

「
次
世
代
省
エ
ネ
基
準
」
が
定
め
ら

れ
、
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
屋
根
や

壁
、
窓
な
ど
の
断
熱
性
を
高
め
て
い

け
ば
、
か
な
り
省
エ
ネ
性
が
高
く
な

る
。
多
少
建
築
コ
ス
ト
が
嵩
ん
で
も
、

光
熱
費
が
安
く
な
り
快
適
さ
が
増
す

点
が
魅
力
、
と
い
う
も
の
だ
。
小
規

模
住
宅
の
場
合
は
あ
く
ま
で
も
努
力

義
務
と
い
う
位
置
づ
け
だ
が
、
適
合

す
れ
ば
住
宅
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
（
後
述
）

の
対
象
に
も
な
る
の
で
取
り
組
み
が

増
え
て
い
る
。

　

加
え
て
二
〇
〇
九
年
四
月
に
は
、

こ
う
し
た
躯
体
の
断
熱
性
だ
け
で
な

　住宅

低炭素社会の
住まいのあり方
坂本雄三 東京大学大学院工学系研究科教授

　

た
だ
、「
安
定
し
た
地
層
」
と
言
っ

て
も
、
条
件
は
千
差
万
別
。
建
設
地

が
決
ま
ら
な
い
限
り
、
開
発
中
の
技

術
に
つ
い
て
細
部
の
ツ
メ
は
行
え
な

い
。
も
ち
ろ
ん
海
外
の
動
き
も
あ
る

程
度
は
参
考
に
な
る
が
、
廃
棄
物
の

量
や
国
土
の
広
さ
、
地
質
等
々
、
諸

条
件
が
違
う
か
ら
そ
の
ま
ま
導
入
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

日
本
は
狭
い
国
土
に
五
十
四
基
の

原
子
力
発
電
所
が
あ
る
。
こ
れ
だ
け

原
子
力
に
依
存
し
な
が
ら
廃
棄
物
を

ど
う
す
る
か
の
議
論
が
出
て
こ
な
い

こ
と
は
問
題
だ
。
原
子
力
に
限
ら
ず

廃
棄
物
の
話
は
あ
ま
り
表
に
出
な
い

も
の
だ
が
、
敢
え
て
言
っ
て
い
か
な

い
と
、
人
々
は
安
い
電
気
を
使
え
る

だ
け
使
っ
て
、
廃
棄
物
が
出
て
い
る

こ
と
す
ら
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

Ｎ
Ｕ
Ｍ
Ｏ
で
は
二
〇
三
〇
年
頃
の

建
設
地
選
定
を
め
ざ
し
、
設
置
可
能

さ
か
い　

え
つ
お

東
京
工
業
大
学
大
学
院
理
工
学
研
究
科

材
料
工
学
専
攻
教
授

一
九
五
二
年
長
野
県
生
ま
れ
。
東
京
農
工
大

学
工
学
部
卒
、
東
京
工
業
大
学
大
学
院
理

工
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
企
業
の
研

究
所
研
究
員
、
技
術
課
長
を
経
て
、
九
四
年

東
京
工
業
大
学
助
教
授
、
の
ち
現
職
。「
放

射
性
廃
棄
物
施
設
人
工
バ
リ
ア
材
料
」
な
ど

研
究
。
Ｎ
Ｕ
Ｍ
Ｏ
技
術
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
委
員

会
委
員
。

h
ttp

://w
w

w
.m

sl.titech
.ac.jp

/
m

em
ber/profile/coope_sakai.htm

l

人
間
の
生
活
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
長
期
に
わ
た
り
安
全
・
確

実
に
隔
離
す
る
方
法
│
│
が
各
国
共

通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
、
既

に
処
分
場
の
建
設
に
向
け
動
き
出
し

て
い
る
国
も
あ
る
。

　

日
本
で
も
二
〇
〇
〇
年
五
月
、
地

層
処
分
を
前
提
と
し
た
「
特
定
放
射

性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法

律
」
が
成
立
し
、
同
年
十
月
に
は
原

子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
（
Ｎ
Ｕ
Ｍ

Ｏ
）
が
発
足
。
建
設
地
の
調
査
・
選

定
か
ら
建
設
、
操
業
、
閉
鎖
ま
で
百

年
以
上
に
わ
た
る
一
連
の
処
分
事
業

の
実
施
主
体
と
し
て
活
動
を
始
め
た
。

　

同
時
に
、
材
料
、
掘
削
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
等
々
、
地
層
処
分
に
必
要
と

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
の
開
発
も

進
ん
で
い
る
。
私
自
身
、
材
料
工
学

の
専
門
家
と
し
て
、
放
射
性
物
質
を

封
じ
込
め
る
「
バ
リ
ア
材
料
」
の
研

究
に
微
力
を
尽
く
し
て
お
り
、
長
期

耐
久
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
古
代

ロ
ー
マ
時
代
の
セ
メ
ン
ト
解
析
な
ど

も
行
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
他
の
分

野
で
も
同
様
の
努
力
が
払
わ
れ
て
お

り
、
地
層
処
分
に
必
要
な
技
術
・
シ

ス
テ
ム
は
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
る
と

言
っ
て
い
い
。

性
を
調
査
す
る
区
域
を
全
国
の
市
町

村
か
ら
公
募
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ

具
体
的
な
動
き
は
出
て
い
な
い
。
そ

の
根
底
に
は
、
大
多
数
の
人
の
「
自

分
に
は
関
係
な
い
」「
ま
だ
ま
だ
先

の
話
」
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
、

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
解
決
へ
の
道

は
拓
か
な
い
。
や
は
り
国
が
先
頭
に

立
っ
て
問
題
解
決
に
動
く
以
外
に
な

い
だ
ろ
う
。

　

六
ヶ
所
村
で
の
一
次
貯
蔵
は
既
に

一
九
九
五
年
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、

今
後
も
ガ
ラ
ス
固
化
体
は
年
間
千
三

百
〜
千
六
百
本
の
ペ
ー
ス
で
発
生
す

る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

最
終
処
分
地
を
ど
こ
に
す
る
か
│

│
こ
れ
は
か
な
り
政
治
的
決
断
が
必

要
な
問
題
だ
と
思
う
が
、
日
々
原
子

力
の
電
気
を
使
っ
て
い
る
日
本
人
に

と
っ
て
先
送
り
は
で
き
な
い
問
題
だ
。

国
民
一
人
ひ
と
り
が
、
家
庭
か
ら
出

る
生
活
ご
み
や
火
力
発
電
所
か
ら
出

る
石
炭
灰
と
同
様
、
放
射
性
廃
棄
物

も「
私
た
ち
自
身
が
排
出
し
た
も
の
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
、
処
分

問
題
と
向
き
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
。

く
、
空
調
・
給
湯
・
照
明
な
ど
住
宅

内
部
の
設
備
を
含
む
ト
ー
タ
ル
な
省

エ
ネ
性
を
評
価
す
る
基
準
、
い
わ
ゆ

る
「
＊

設
備
込
基
準
」（
住
宅
事
業
建

築
主
の
判
断
の
基
準
）
が
導
入
さ
れ
た
。

　

住
宅
設
備
や
家
電
機
器
は
近
年
、

飛
躍
的
に
省
エ
ネ
性
を
向
上
さ
せ
て

お
り
、
な
か
で
も
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
機

器
の
進
歩
は
目
覚
ま
し
い
。
そ
の
代

表
選
手
で
あ
る
給
湯
機
「
エ
コ
キ
ュ
ー

ト
」
は
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
（
消
費
電
力
量
に

対
し
て
得
ら
れ
る
熱
量
の
割
合
）
が

住宅のエネルギー消費

高断熱とヒートポンプで40％の省エネが可能

処分事業のスケジュール

＊設備込基準：住宅事業建築主の判断の基準。年間
150戸以上の戸建て建売住宅を販売する事業者を対象
に、所定の省エネ基準を満たす住宅の建築販売を求める
もので、断熱性能に加え設備（空調・給湯・照明など）の効
率性を含めた1次エネルギー消費量に着目した基準を設
定。99年制定の次世代省エネ基準住宅の1次エネル
ギー消費量に比べ概ね10％の削減に相当する水準を求
めている。

暖房
29％

給湯
27％

厨房
6％

照明・
家電 他
36％

冷房2％

家庭用
2次エネルギー
消費量＝
46.7ＧＪ/世帯

JCCCAのデータより作図
GJ（ギガジュール）：熱量の単位。1GJ=277.8kWh

1次エネルギー消費量の比率（％）

＊暖冷房と給湯の消費量比率が実態調査の平均値よりやや多めの想定になっている
＊＊Q値：熱損失係数。建物から逃げる熱を延べ床面積で割った値。
 数値が小さいほど断熱性能が高い。単位はW／平方メートルK（ケルビン）。

現状（築10～20年）
（70～100GJ/年世帯）

節湯

100％＊

78％

60％➡40％の省エネ率

高断熱・遮熱・通風・熱回収 実施
（Ｑ≒1.5Ｗ/㎡Ｋ）＊＊

高効率エコキュート
（COP≒4.9）

高効率エアコン 採用
（COP≒6.5）

熱負荷の削減

高効率
ヒートポンプの採用

0 20 40 60 80 100

照明・その他
40

40

40 14 6

28 10

給湯
30

暖冷房・換気
30

坂本雄三氏の資料をもとに作成

＊地域の意向を十分に尊重しつ
つ、国が市町村に対し、文献調査
実施の申し入れを行う場合もある

公募

応募＊

文献等による調査
（概ね2年）

ボーリング等に
よる調査
（概ね4年）

地下施設に
よる調査

（概ね15年）

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

平
成
40
年
代
後
半
目
途

概要調査
地区選定

処分施設
建設地選定

建設
（概ね10年）

操業開始

操業
（概ね50年）

閉鎖・
閉鎖後管理

精密調査
地区選定
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意
味
合
い
も
あ
る
。
工
法
や
コ
ス
ト

上
の
制
約
で
次
世
代
省
エ
ネ
基
準
の

断
熱
性
能
を
達
成
で
き
な
く
て
も
、

「
代
わ
り
に
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
を
採
用
し

よ
う
」
と
か
「
照
明
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
し

よ
う
」
と
か
、
設
備
で
工
夫
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

政
府
は
今
後
も
対
策
を
進
め
、
近

い
将
来
、
住
宅
の
省
エ
ネ
基
準
の
義

務
化
を
め
ざ
し
て
い
る
。
義
務
化
と

は
す
な
わ
ち
「
省
エ
ネ
基
準
を
満
た

さ
な
い
住
宅
は
建
て
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
ハ
ー
ド
ル
が
高

ま
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、「
設
備

込
」
と
い
う
選
択
肢
を
設
け
た
こ
と

で
、
多
少
な
り
と
も
ハ
ー
ド
ル
の
越

え
方
に
選
択
肢
が
増
え
る
の
で
は
な

い
か
。

　

但
し
、
た
と
え
省
エ
ネ
基
準
が
義

務
化
さ
れ
て
も
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ

る
の
は
新
築
住
宅
の
み
。
新
築
着
工

は
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、

年
間
八
十
万
戸
程
度
に
ま
で
減
っ
て

い
る
か
ら
、
住
宅
の
省
エ
ネ
・
省
Ｃ

Ｏ
２

化
を
新
築
だ
け
に
は
頼
れ
な
い
。

　

既
築
住
宅
は
全
国
に
四
千
七
百
万

戸
も
あ
り
、
う
ち
七
割
以
上
が
九
二

年
以
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
。
つ
ま

題字　森　詳介（関西電力株式会社 取締役会長）
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編
集
後
記

　

猛
暑
、
酷
暑
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
今
年
の
夏
。
だ
か
ら

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
号
の
テ
ー
マ
は
「
ク
ー
ル
ジ
ャ

パ
ン
」。
い
え
、
涼
し
い
で
は
な
く
、「
か
っ
こ
い
い
！
」
︱
︱
マ
ン
ガ

や
ア
ニ
メ
、
音
楽
な
ど
諸
外
国
か
ら
称
賛
さ
れ
て
い
る
「
日
本
の
文
化

力
」
を
考
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

残
暑
厳
し
い
土
曜
の
昼
下
が
り
、
日
本
文
化
発
祥
の
地
と
も
言
え
る

京
都
に
、
奥
野
卓
司
さ
ん
、
秋
元
康
さ
ん
、
手
塚
眞
さ
ん
に
お
集
ま
り

い
た
だ
い
た
「
鼎
談
」
で
は
、
江
戸
時
代
の
状
況
や
昨
今
の
諸
外
国
の

動
き
を
踏
ま
え
て
日
本
の
文
化
力
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
針

路
に
つ
い
て
興
味
深
い
話
を
展
開
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

話
の
終
盤
、
東
京
か
ら
参
加
の
お
二
人
に
「
マ
イ
ペ
ー
ス
」「
エ
ク

ス
ト
リ
ー
ム
（
過
激
）」
と
評
さ
れ
た
関
西
。「
ル
ポ
」
で
は
雅
楽
や
京

懐
石
、
信
楽
焼
、
タ
カ
ラ
ヅ
カ
と
、
独
自
性
で
世
界
を
魅
了
す
る
関
西

文
化
の
底
力
を
探
り
ま
し
た
。

　

ま
た
「
エ
コ
ル
ー
ツ
紀
行
」
で
は
、
猛
暑
の
大
阪
を
離
れ
、
そ
れ
こ

そ
「
ク
ー
ル
」
な
北
海
道
・
釧
路
へ
。
柴
崎
友
香
さ
ん
と
、
日
本
最
後

の
坑
内
掘
り
炭
鉱
と
生
物
多
様
性
の
宝
庫
で
あ
る
日
本
最
大
の
湿
原
を

訪
ね
、
四
五
〇
〇
万
年
の
時
を
経
て
生
み
出
さ
れ
た
資
源
・
植
物
起
源

の
石
炭
と
そ
れ
を
育
ん
だ
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
に
思
い
を
馳
せ
ま
し
た
。

　

空
気
が
澄
み
空
が
高
く
な
る
季
節
、
い
つ
ま
で
も
四
季
を
愛
で
ら
れ

る
日
本
で
あ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、『
躍
』
秋
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

さ
か
も
と　

ゆ
う
ぞ
う

東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科

建
築
学
専
攻
教
授

一
九
四
八
年
札
幌
市
生
ま
れ
。
北
海
道
大
学

理
学
部
地
球
物
理
学
科
卒
、
東
京
大
学
大

学
院
工
学
系
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
建

設
省
（
現
・
国
土
交
通
省
）
建
築
研
究
所

研
究
員
、名
古
屋
大
学
助
教
授
な
ど
を
経
て
、

九
七
年
よ
り
現
職
。
建
築
環
境
工
学
を
専
門

と
し
、
国
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
策
定
な
ど
に

参
画
。

http://w
w

w
.env.arch.t.u-tokyo.ac.jp/

sakam
oto/

り
、
次
世
代
省
エ
ネ
基
準
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
前
の
九
二
年
制
定
の
基
準
さ
え

満
た
し
て
い
な
い
住
宅
が
三
千
万
戸

以
上
も
あ
る
。
住
宅
の
寿
命
と
し
て

は
ま
だ
二
十
年
、
三
十
年
も
あ
る
わ

け
で
、
今
後
も
こ
の
ま
ま
断
熱
性
が

低
く
暖
冷
房
の
効
き
も
悪
い
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
浪
費
型
」
住
宅
に
住
み
続
け

る
の
か
︱
︱
住
宅
分
野
の
省
エ
ネ
・

省
Ｃ
Ｏ
２

化
の
実
現
に
は
、
既
築
住
宅

の
省
エ
ネ
改
修
は
避
け
て
通
れ
な
い

重
要
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
を
後
押
し
す
る
も
の
と
し
て

期
待
で
き
る
の
が
、
新
築
だ
け
で
な

く
断
熱
リ
フ
ォ
ー
ム
も
対
象
と
な
っ

て
い
る
「
住
宅
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
制
度
」

だ
。
今
ま
で
も
同
種
の
補
助
や
助
成

が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

既
築
住
宅
の
省
エ
ネ
改
修
に
対
し
、

国
が
こ
れ
ほ
ど
大
々
的
か
つ
積
極
的

に
予
算
を
組
ん
だ
の
は
初
め
て
で
は

な
い
か
。
比
較
的
着
手
し
や
す
い
窓

の
断
熱
改
修
を
提
言
し
続
け
て
き
た

私
と
し
て
は
、
よ
う
や
く
成
果
が
見

え
て
き
た
感
が
あ
る
。
こ
の
制
度
は

も
う
一
つ
、
省
エ
ネ
化
が
後
れ
て
い
た

賃
貸
ア
パ
ー
ト
に
も
省
エ
ネ
推
進
へ

の
道
を
拓
き
つ
つ
あ
る
。

一
年
間
の
平
均
で
も
「
３
」
と
い
う

高
さ
が
評
価
さ
れ
大
ヒ
ッ
ト
商
品
と

な
っ
て
い
る
し
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
エ
ア

コ
ン
に
至
っ
て
は
Ｃ
Ｏ
Ｐ
「
６
」
以
上

と
い
う
高
効
率
機
器
も
登
場
。
こ
れ

ら
「
高
効
率
の
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
機
器
」

と
「
高
断
熱
仕
様
の
躯
体
」
を
組
み

合
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
最
大
約

四
〇
％
の
省
エ
ネ
が
可
能
な
ほ
ど
だ
。

　

こ
の
設
備
込
基
準
に
は
「
省
エ
ネ

手
法
の
選
択
肢
を
増
や
す
」
と
い
う

次世代基準で建てた住宅の仕様例

　

さ
ら
に
最
近
の
動
き
と
し
て
は
、

省
エ
ネ
住
宅
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
、

太
陽
の
光
と
熱
を
使
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
て
き
た
。
今
後
の
技
術
革
新
は

不
可
欠
と
し
て
も
、
制
度
的
な
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
も
あ
り
、
徐
々
に
普
及
が

進
む
だ
ろ
う
。

　

エ
コ
キ
ュ
ー
ト
を
中
心
に
し
た

オ
ー
ル
電
化
に
加
え
、
省
エ
ネ
家
電

や
ソ
ー
ラ
ー
機
器
を
装
備
し
た
、
高

断
熱
の
躯
体
の
家
︱
︱
低
炭
素
社
会

へ
、
人
に
快
適
で
地
球
に
優
し
い
住

ま
い
方
を
実
践
す
る
と
き
に
来
て
い

る
。

床断熱100ｍｍ

天井断熱180ｍｍ

連続する
防湿気密層

窓は複層ガラス
（可能なら断熱サッシ）

東西窓の日除け

南窓の軒ひさし

常時換気システム

暖冷房はエアコン

外壁断熱100ｍｍ

坂本雄三氏の資料をもとに作成




