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あ
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正
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長
官
官
房
国
際
課
長

●
司
会

さ

と

な

か

ま

ち

こ

里
中
満
竹
子
漫
画
家

よ
つ
だ
せ
い
ざ
ん

松
田
捏
山

●
出
席
者
｛
発
言
順
・
敬
称
略
）

鬼
太
鼓
座
代
表

ひ

ら

た

お

り

ざ

平
田
オ
リ
ザ
劇
作
家
・
演
出
家

や
ま
う
ち
ま
さ
ゆ
さ

山
内
昌
之

東
京
大
学
大
学
院
教
授

中
心
に
し
た
国
際
関
係
の
歴
史
や
地
域
研
究
を
専
門

に
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
研
究
や
教
育
と
い
う
観
占

か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
専
門
家
、
現
地
の
中
東
の

研
究
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
ロ
シ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
の
研
究
者
た
ち

と
の
交
流
も
あ
り
ま
す
。
秋
い
意
味
て
の
学
術
交
流

も
常
に
国
際
交
流
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
す
。

も
う
―
つ
は
職
業
の
逹
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日

本
の
市
民
と
し
て
、
自
分
の
職
業
や
専
門
を
基
礎
と

し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
超
え
た
形
で
お
互
い
の
文
化
を

理
解
し
合
い
、
自
分
の
専
門
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
外

国
人
に
語
っ
て
い
く
広
い
意
味
で
の
文
化
父
流
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

私
は
こ
の
一
―
つ
の
父
流
事
業
に
少
し
ば
か
り
参
加

し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
二
つ
を
つ
な
ぐ
も
の
と

し
て
私
が
い
つ
も
意
識
し
て
い
る
の
は
、
文
化
の
伝

播
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
文
化
外
交
と
い
う
考

え
方
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
外
交
領
域
と
文
化

伝
播
と
い
う
二
つ
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
考
え
方
が
、
私

が
考
え
る
「
文
化
外
交
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。

私
は
職
業
柄
、
文
化
交
流
や
国
際
交
流
と
い
う
問

題
を
政
治
外
交
の
領
域
と
結
び
つ
け
て
話
さ
ぎ
る
を

得
な
い
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
営
み
と
し
て
、
特
に
中

東
を
中
心
に
し
て
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
氾
動
を
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
中
東
へ
の
文
化
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
際
し

て
、
こ
の
一
ぞ
忠
脚
、
一
＿
一
同
に
わ
た
っ
て
団
長
を
務
め

ま
し
た
。
ま
た
、
今
年
の
夏
、
第
四
同
日
を
迎
え
た

国際文化交流と
日本文化の発信

●
秋
葉
本
日
は
お
忙
し
い
中
お
集
ま
り
い
た
だ
き

ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
今
の
国
際
化
、
情
報
化
の
進
展
に
伴
い
、
固
際

的
な
文
化
芸
術
の
交
流
を
通
じ
て
、
枇
界
の
人
々
の

相
互
理
解
を
増
進
す
る
と
と
も
に
、
世
界
の
平
和
と

自
由
な
皿
界
の
実
現
に
貢
献
す
る
こ
と
が
我
が
国
に

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
外
に
お
い
て
日
本
文
~

化
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
状
祝
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
今
後
の
文
化
芸
術
分
野
て
の

国
際
交
流
、
あ
る
い
は
日
本
文
化
を
砧
極
的
に
発
信

し
て
い
く
こ
と
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い

く
べ
き
か
、
現
状
と
課
題
、
今
後
の
推
進
方
策
、

Jj

向
性
な
ど
に
つ
い
て
、
海
外
で
の
活
動
経
験
が
悶
冨

な
皆
棘
に
お
集
ま
り
い
た
だ
ぎ
、
語
り
合
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

駈

彗

誓

：

●
秋
葉
ま
ず
、
皆
様
が
こ
れ
ま
で
国
際
文
化
交
流

の
而
で
収
り
組
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
お
う
か
か

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
山
内
本
日
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
、
私
は
芸
術
付

か
ら
比
較
的
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
人
間
で
す
が
（
笑
）
、

私
が
文
化
交
流
あ
る
い
は
国
際
交
流
、
ひ
い
て
は
日

本
文
化
の
発
信
を
考
え
る
場
合
、
問
題
州
二
つ
あ
り

ま
す
。

つ
は
、
私
は
大
学
で
中
東
や
イ
ス
ラ
ム
祉
界
を

日
本
ア
ラ
プ
対
話
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ

ビ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
日
本
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
財
界
、
あ
る

い
は
政
治
家
、
市
民
社
会
を
基
盤
と
し
た
、
広
い
意

味
の
民
間
外
交
に
か
か
わ
る
仕
事
に
も
参
加
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
カ
ナ
ダ
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う

同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
集
ま
り
に
も
か
か
わ
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。

さ
ら
に
、
日
韓
の
歴
史
共
同
研
究
合
同
推
辿
計
画

支
援
委
員
会
と
い
う
、
最
終
的
に
は
お
互
い
の
国
の

歴
史
を
理
解
し
合
お
う
と
い
う
会
訊
に
も
参
加
し
て

お
り
ま
す
。

し
か
し
、
両
国
が
同
じ
教
科
心
を
書
け
る
の
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
の
も
事
実
で
す
。

と
も
か
く
問
題
点
と
し
て
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
整
理
し
あ
っ
て
、
歴
史
家
や
社
会
科

学
者
と
し
て
、
問
題
か
と
ん
で
も
な
い
方
向
へ
逸
れ

て
、
両
国
の
国
民
が
地
情
的
に
な
ら
な
い
よ
う
な
努

力
を
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
い
て
し
よ
う
で
は
な
い
か

と
い
う
趣
旨
の
集
ま
り
に
し
た
か
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
昨
年
、
文
化
外
交
の
推
進
に
関
す
る
総
理

懇
談
会
に
参
加
い
た
し
ま
し
て
、
文
化
外
交
と
は
何

か
と
い
う
報
告
鸞
を
つ
く
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
発

信
す
る
努
力
も
し
た
つ
も
り
で
す
。

●
平
田
先
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
か
ら

戻
り
ま
し
た
。
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
で
は
「
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン

演
劇
祭
」
と
い
う
世
界
最
大
の
演
聞
祭
が
あ
る
の
で

す
が
、
そ
こ
で
私
の
作
品
を
上
演
し
た
た
め
、
そ
れ
を

観
に
行
き
ま
し
た
。
作
品
自
体
は
『
ル
・
モ
ン
ド
』
の

13 12 
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え
て
い
く
の
で
す
。

た
だ
‘
―
つ
だ
け
軸
が
ぶ
れ
な
い
点
が
あ
り
、
そ
れ

は
我
々
は
日
本
人
、
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
と
い
う

基
本
姿
勢
は
、
三
七
年
間
変
わ
ら
な
い
。
創
始
者
の

叫
犀
ー
の
一
＝
暴
で
言
い
ま
す
と
「
日
本
人
の
民
族
の
血

を
お
れ
ら
は
伝
え
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
継
紘
し
て

き
ま
し
た
。

鬼
太
妓
座
が
当
初
生
ま
れ
た
と
き
、
ボ
ス
ト
ン
マ

ラ
ソ
ン
を
上
っ
て
、
ゴ
ー
ル
地
点
で
太
鼓
を
た
た
く
と

い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
や
っ
た
ら
、
こ
れ
が
結
果
的

に
大
当
た
り
し
ま
し
て
、
鬼
太
鼓
座
が
有
名
に
な
り
、

太
鼓
の
ス
テ
ー
ジ
芸
能
と
い
う
の
か
牛
ま
几
、
太
鼓

プ
ー
ム
が
生
ま
れ
、
日
本
中
に
五
0
0
0
も
六
0

0

0
も
太
鼓
チ
ー
ム
が
で
き
ま
し
た
。

当
然
、
有
名
な
力
と
の
交
流
や
、
大
き
な
削
場
で

の
公
派
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
太
鼓
と
い
う
も
の
を
世

に
知
ら
し
め
る
た
め
に
は
効
果
的
だ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
が
結
局
、
公
演
を
す
る
と
い
う
仕
事
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
自
分
た
ち
は
こ
ん
な
に
認
め
ら
れ
た

の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
い
い
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
た
ん
全
郎
壊
し
て
し
ま
う
。
そ

れ
で
ま
た
祈
し
く
始
め
る
と
い
う
こ
と
を
常
に
繰
り
返

し
て
い
る
の
が
鬼
太
鼓
座
で
す
。

そ
の
中
で
ぶ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
民
族
の
血

を
と
う
伝
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を

実
践
す
る
た
め
に
鬼
太
鼓
座
は
憔
界
各
国
へ
旅
を
続

げ
て
い
る
わ
け
で
す
。

第
一
面
に
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
る
は
ど
大
き
な
成

功
を
収
め
ま
し
た
。

今
シ
ー
ズ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
劇
場
で
四
本
、
私
の

作
品
を
上
演
し
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
形
態
か
違
い
ま

す
。
―
つ
は
こ
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
演
劇
祭
で
、
フ
ラ
ン

ス
人
の
演
出
家
が
日
本
人
の
俳
優
を
使
っ
て
字
幕
入

り
で
上
演
し
ま
し
た
。

1
0
月
に
は
私
た
ち
の
劇
団
が
私
の
演
出
で
作
品

を
持
っ
て
い
く
の
と
同
時
に
、
シ
ャ
イ
ヨ
ー
国
立
劇

場
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
で
一
_
番
目
に
重
要
な
闊
楊
で
、
フ

ラ
ン
ス
人
の
涼
出
家
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
俳
餃
を
使
っ

て
私
の
作
品
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
上
演
し
ま
す
。

も
う
一
っ
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
の
国
立
演
刺
セ
ン

タ
ー
が
お
令
を
出
し
合
い
、
私
の
新
作
を
フ
ラ
ン
ス

人
俳
優
五
人
と
、
日
本
人
俳
優
三
人
で
演
じ
る
公
演

を
来
年
一
月
末
か
ら
フ
ラ
ン
ス
各
地
で
行
い
ま
す
。
こ

の
公
演
は
、
日
本
語
も
少
し
入
っ
て
き
ま
す
が
、
は

ほ
フ
ラ
ン
ス
語
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
演
出
家
が
演

出
を
し
て
、
払
が
そ
の
演
出
の
お
手
伝
い
を
す
る
と

い
、
？
も
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
共
同
作
業
が
、
今
、
非

常
に
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。

私
の
場
合
は
、
全
世
界
で
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

な
ぜ
か
フ
ラ
ン
ス
と
翰
国
が
多
い
の
で
す
か
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
翻
訳
者
に
恵
ま
れ
た
お
か
げ
で
、
た
く
さ
ん
翻

訳
も
し
て
い
た
だ
き
、
脚
本
が
出
版
さ
れ
、
大
き
な

成
果
を
収
め
て
い
ま
す

5
-

韓
国
に
つ
い
て
は
、
八
四
年
か
ら
八
五
年
に
一
年

間
留
苧
を
し
て
い
た
た
め
、
多
少
韓
国
語
が
話
せ
る

本
年
六
月
に
は
モ
ロ
ッ
コ
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
フ
ェ
ズ
と
い
う
と
こ
ろ
で
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
あ

り
、
そ
の
参
加
の
誘
い
を
受
け
た
の
で
す
が
、
私
た
ち

が
行
く
以
上
、
公
演
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
公

演
で
は
限
ら
れ
た
人
と
の
交
流
は
生
ま
れ
ま
す
が
、
実

除
に
現
地
の
人
と
の
交
流
は
な
か
な
か
帷
し
い
。

そ
こ
て
、
サ
ハ
ラ
砂
＂
菜
を
走
り
、
現
地
の
人
と
交

流
を
し
、
鬼
太
鼓
座
の
旅
と
し
て
成
立
さ
せ
た
い
と

い
う
こ
と
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
文
化
庁
の
支
援
を

得
て
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の

ベ
ル
ベ
ル
人
と
の
交
流
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

昨
年
末
か
ら
は
日
就
の
間
で
共
同
創
作
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
が
、
鬼
太
鼓
座
の
活
動
は
、
日
本
、
中

国
、
韓
国
と
の
関
係
を
、
古
く
か
ら
ず
っ
と
見
つ
め

て
い
た
閃
係
で
、
我
々
の
ス
テ
ー
ジ
の
中
に
は
、
多

く
の
中
国
、
翰
国
の
瀬
奏
家
の
方
に
協
力
し
て
い
た

だ
い
て
つ
く
り
上
げ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
常
に
思
っ
て
い
た
の
は
、
日
本
、
中
国
、

韓
国
が
、
お
ら
が
国
の
音
究
で
は
な
く
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
•
ア
シ
ア
と
い
う
も
の
を
つ
く
つ
て
、
世
界
へ
発
信

で
き
な
い
か
と
相
談
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
韓
国
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
、
東
ア
ジ
ア
、

日
本
、
中
国
、
韓
国
を
中
心
に
し
た
―
つ
の
作
品
を

つ
く
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
発
表
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
、

と
話
を
し
て
き
ま
し
た
。
昨
年
度
末
は
済
州
島
で
行

い
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
今
、
富
士
山
の
懐
で
生
活

を
し
て
い
る
の
で
、
今
年
は
ぜ
ひ
富
士
に
来
て
は
し
い

●山内昌之氏
国際関係史とイスラーム地域研究を

専攻。発展途上国研究奨励賞、サン

トリー学芸賞、毎日出版文化賞 (2

回）、吉野作造賞、司烏遼太郎賞な

とを受賞。平成 18年4月紫綬褒章

を受章。小泉首相の外交を補佐する

「対外関係タスクフォース」の委員、

政商中東文化ミッション団長、日木~

アラフ対話フォーラム、日本カナ

タ・フォーラムの委員などを務め

る。平成 17年7月には、文化外交

の推進に関する想談会に参加。

座談会
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せ
い
か
、
一
五
年
以
上
斡
国
の
演
劇
界
と
の
つ
き
合

い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
集
大
成
と

し
て
、
四
年
前
に
「
そ
の
河
を
こ
え
て
五
月
』
と
い

う
作
品
を
日
韓
の
作
家
・
演
出
家
が
合
同
で
作
り
ま

し
た
。
日
木
人
俳
優
六
人
と
斡
国
人
俳
優
五
人
が
出

派
し
、
言
葉
も
両
方
の
言
葉
を
使
っ
て
、
日
本
で
公

演
し
た
と
さ
に
は
韓
国
語
の
部
分
に
日
本
語
の
字
幕

を
出
し
て
、
韓
国
で
公
演
し
た
と
き
に
は
そ
の
逆
の

力
法
で
公
演
し
、
は
し
め
て
日
本
で
も
韓
国
で
も
大

き
な
演
剥
貸
を
受
賞
し
ま
し
た
。

ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ソ
プ
も
た
く
さ
ん
や
っ
て
い
ま

し
て
、
例
え
ば
―
―
一
年
前
に
は
東
南
ア
シ
ア
各
国
て
ワ

ー
ク
シ
ョ
ソ
プ
を
一
週
間
ず
つ
行
い
ま
し
た
。
特
に
ア

ジ
ア
各
回
で
は
、
演
刺
教
育
が
こ
れ
か
ら
重
要
に
な

っ
て
く
る
の
で
、
技
術
面
、
劇
場
近
営
も
含
め
て
、

今
、
各
国
と
連
捗
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

文
化
庁
文
化
交
流
使
で
す
が
、
こ
れ
は
カ
ナ
ダ
の

ビ
ク
ト
リ
ア
と
い
う
非
常
に
小
さ
な
町
の
大
学
を
巾

心
に
北
来
各
地
を
回
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
も
ち
ろ

ん
―
つ
は
涼
制
を
教
え
る
と
い
う
仕
事
を
、
も
う
一

つ
は
日
本
語
教
育
の
中
に
演
劇
を
ど
う
生
か
し
て
も

ら
う
か
と
い
う
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、

H
仏
と
日
中
の
合
同
公
演
の
準
価
を
今

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

お

ん

で

こ

ぢ

●
松
田
鬼
太
鼓
庁
は
生
ま
れ
て
か
ら
三
七
年
、
活

動
を
実
質
的
に
閲
始
し
て
約
一
三
一
一
年
経
ち
ま
す
。
基

本
的
に
私
た
ち
の
集
団
ぱ
、
ひ
と
こ
と
で
一
l
i
3

う
と
変

な
の
で
す
。
「
変
」
と
い
、
）
の
は
節
々
て
と
に
か
く
変

と
い
う
話
を
し
て
、

110年
度
を
終
え
ま
し
た
。

●
里
中
私
は
仕
事
伯
、
ど
こ
か
へ
出
て
行
っ
て
し

な
け
れ
は
い
け
な
い
仕
事
で
は
な
い
の
で
、
本
来
で
し

た
ら
、
た
た
た
だ
創
作
し
て
い
れ
ば
い
い
仕
事
な
の
で

す
が
、
ど
う
し
て
国
際
交
流
と
い
っ
た
活
動
に
一
所

懸
命
に
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
単
純
に
自
分
が

そ
う
い
う
こ
と
に
意
義
を
感
じ
る
か
ら
な
の
で
す
。

私
は
大
阪
の
生
ま
れ
育
ち
で
、
，
江
日
競
国
人
の
ク

ラ
ス
メ
ー
ト
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
子
ど
も
の
と
き

は
あ
ん
な
に
屈
託
な
く
話
せ
た
の
に
、
少
し
知
恵
が

つ
い
て
き
ま
す
と
、
お
互
い
に
遠
慮
し
合
い
、
や
が
て

理
解
し
て
も
ら
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
永
久
に
わ
た

か
ま
り
が
解
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疲
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
か
と
思
っ
て
い
た

こ
ろ
に
、
輯
匡
で
日
本
の
没
画
が
、
海
賊
版
で
は
あ

り
な
が
ら
た
い
へ
ん
評
判
に
な
っ
て
い
る
と
い
、
ユ
半
実

に
、
私
自
身
が
感
動
し
ま
し
た
。

そ
し
て
今
か
ら
一
五
什
ぐ
ら
い
削
に
、
知
り
合
っ

た
韓
同
の
没
画
家
た
ち
か
ら
自
国
で
の
海
賊
版
の
取

り
締
ま
り
に
関
し
て
、
日
本
側
か
ら
も
意
見
を
言
っ

て
ほ
し
い
と
要
請
が
あ
っ
た
た
め
、
韓
国
に
お
願
い
に

行
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
交
流
の
最
初
に
な
る
わ
け
で

す。
実
際
、
私
ど
も
は
描
い
て
い
れ
ば
い
い
だ
け
の
仕

事
で
す
が
、
海
外
で
読
ん
で
も
ら
え
る
、
そ
れ
を
遥
じ

て
日
本
人
の
考
え
方
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
い

う
こ
と
が
す
ご
く
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
゜
韓
国
人
の

没
圃
家
の
中
に
は
学
枚
教
育
そ
の
他
で
、
日
本
に
対
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の
意
味
で
の
対
話
が
成
立
す
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、

は
じ
め
て
日
本
人
と
接
す
る
方
た
ち
も
非
常
に
た
＜

さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
日
本
人
と
い
う
の
は

こ
う
い
う
人
た
ち
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い

た
だ
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
中
で
さ
え
も
我
々
が
初
め
て
行
く
場

所
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
私
た
ち
も
新
し
く
相
手
を
知

る
と
い
う
機
会
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
漠
然
と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
こ
う
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
て
、
本
当
の
意
味
で
日
本
を
紹
介
し
、
ア

メ
リ
カ
を
知
る
、
外
国
を
知
る
と
い
う
経
験
が
で
き

ま
す
。ま

た
、
現
在
中
断
し
て
い
ま
す
が
中
国
大
陸
は
西

安
か
ら
北
京
を
抜
け
て
、
上
海
で
中
国
大
陸
一
周
を

完
結
す
る
予
定
で
す
。
日
中
友
好
マ
ラ
ソ
ン
と
い
う

こ
と
で
、
本
来
外
国
人
が
入
れ
な
い
山
奥
の
村
に
も

行
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
大
雨
が
降

っ
て
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
茶
店
の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
我
々
が
プ
ル
ブ
ル
簾
え
て
入
っ
て
い
く
と
、
生

姜
湯
を
だ
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
礼
と
し
て
尺
八

を
少
し
演
奏
す
る
と
、
山
の
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
人

だ
か
り
が
で
き
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
、
テ
レ

サ
・
テ
ン
さ
ん
の
曲
を
演
奏
し
た
ら
、
と
て
も
よ
く
聴

い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
現
地
の
方
と
一
体

と
な
っ
た
関
係
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
が

我
々
の
活
動
の
原
点
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

●
里
中
よ
う
や
く
欧
米
で
も
日
本
の
漫
画
は
カ
ッ

●平田オリザ氏
大学在学中の 1983年に劇団「青年

団」を結成。現在は東京・駒場のア

ゴラ劇場を本拠として活動。 1989

年、日韓併合前夜の漢城（当時、現

ソウル）を算台にした「ソウル市民j

を初演。「東京ノートJ(95年）で

第39回岸田國士戯曲賞、松田正隆

作「月の岬j(97年）演出で第5回
読売演劇大賞最優秀作品賞・優秀演

出家賞を受賞。 2006年1月から3月

まで文化庁「文化交流使」として、

カナダ、米国にて活動。

し
て
よ
い
イ
メ
ー
ジ
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
日
本
人

と
つ
き
合
う
の
も
怖
か
っ
た
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
自
分
が
小
さ
い
こ
ろ
感
動
し
て
、
漫

画
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
き
っ
か
け
と
な
っ
た
作

品
、
こ
れ
が
実
は
日
本
の
作
品
だ
っ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
日
本
人
の
描
い
た
も
の
に
感

動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
も
日
本
人
と
同
じ
恐

ろ
し
い
、
鬼
の
よ
｀
？
な
感
性
の
血
が
流
れ
て
い
る
の
か

と
思
っ
て
た
い
へ
ん
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
と
言
わ
れ
た
の

で
す
。し

か
し
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
自
分
は
日
本
人
像
を
一
っ
し
か
つ
く
り
上
げ
て
い
な

か
っ
た
。
だ
け
ど
、
実
際
日
本
人
の
描
い
た
作
品
を

読
ん
で
、
そ
れ
に
感
動
し
て
、
こ
う
い
、
？
も
の
を
描
き

た
い
と
思
っ
た
。
こ
う
い
う
温
か
い
、
感
動
さ
せ
る
作

品
を
描
く
人
が
日
本
人
に
い
る
と
す
る
と
、
日
本
人

と
い
う
の
は
自
分
が
学
校
で
習
っ
た
日
本
人
ば
か
り

じ
ゃ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
自
分
は
一
度
心

を
真
っ
白
に
し
て
、
日
本
あ
る
い
は
日
本
人
を
見
て

み
よ
う
と
思
っ
た
」
そ
の
時
〈
あ
あ
、
漫
画
家
に
な
っ

て
よ
か
っ
た
な
〉
と
。
自
分
が
こ
の
道
に
進
ん
だ
ご
ほ

う
ぴ
の
よ
、

2
な
気
が
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
韓
国
人
の
漫
画
家
た

ち
と
交
流
を
深
め
る
う
ち
に
、
日
本
と
輯
国
、
中
国
、

香
港
、
台
湾
の
漫
画
家
を
誘
っ
て
、
ア
ジ
ア
地
域
の

中
で
漫
画
文
化
を
支
え
合
お
う
と
い
う
「
ア
ジ
ア
漫

画
サ
ミ
ッ
ト
」
と
い
う
企
画
を
立
ち
上
げ
、
五
地
域

持
ち
回
り
で
合
同
の
展
示
会
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
懇
親

コ
い
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
は
ア

メ
リ
カ
が
日
本
の
漫
画
を
認
め
る
の
が
い
ち
ば
ん
遅

か
っ
た
の
で
す
。

漫
画
も
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も
昔
か
ら
ア
メ
リ
カ
や
旧

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
お
い
て
か
な
り
上
質
な
も
の
が
作
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
漫
画
は
昔
か
ら
世
界
各
国

に
当
た
り
前
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
漫
画
と
い
う
の
は
子
ど
も
が
見
る
も
の
で
あ
り
、

正
義
と
悪
が
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
て
、
読
後
感
が

だ
れ
に
も
納
得
で
き
、
あ
る
程
度
教
育
的
な
要
素
も

入
っ
て
い
る
、
と
い
う
常
識
で
作
品
が
つ
く
ら
れ
て
き

ま
し
た
。

だ
け
ど
日
本
人
は
、
昭
和
一
―

1
0
年
ご
ろ
か
ら
漫
画

と
い
、
ユ
表
現
を
利
用
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

語
ろ
う
と
し
始
め
た
よ
う
で
す
。
手
塚
治
虫
先
生
を

筆
頭
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
テ
ー
マ
と
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
漫
画
は
、
必
ず
し

も
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
主
人
公
が

た
い
へ
ん
醜
か
っ
た
り
、
理
解
さ
れ
ず
に
倒
れ
て
い
っ

た
り
、
そ
う
い
う
暗
い
話
も
子
ど
も
向
け
の
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
が
感
動
を
生
ん

で
、
つ
い
に
瞬
間
芸
か
ら
哲
学
ま
で
漫
画
で
語
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
昭
和
四
0
年
代
後
半
に
ア
メ
リ
カ
に
日

本
の
漫
画
を
売
り
込
ん
だ
と
き
に
、
主
人
公
が
カ
ッ

コ
い
い
も
の
、
ヒ
ー
ロ
ー
は
い
つ
も
正
義
の
味
方
で
必

ず
勝
つ
と
い
、
？
も
の
以
外
は
コ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
と
否

定
さ
れ
た
の
で
す
。

●
秋
葉
次
に
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
外
国
に

お
い
て
我
が
国
の
文
化
に
つ
い
て
ど
の
程
度
理
解
が

進
ん
で
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
現
状
に
あ
る
の
か
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

●
松
田
私
た
ち
は
基
本
的
に
太
鼓
を
た
た
く
、
音

楽
を
す
る
以
前
に
、
日
本
人
と
し
て
ど
う
生
き
る
か

を
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
な
ぜ
か
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
昔
か
ら
走
っ
て
い
る
の
で
す
。
毎
朝
六
時

か
ら
走
っ
て
、
一
日
に
二

0
1
三
0
キ
ロ
走
る
と
い

う
生
活
を
常
に
続
け
て
い
ま
す
。
い
か
に
し
て
日
本

人
を
貫
く
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
試
行

錯
誤
し
つ
つ
、
走
る
こ
と
だ
け
は
続
け
て
き
ま
し
た
。

実
質
的
に
走
る
と
い
う
行
為
が
、
ま
ず
顔
つ
き
、
体

形
に
影
響
し
て
き
ま
す
。
私
た
ち
の
衣
装
は
、
基
本

的
に
裸
が
多
い
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
で
も
怠
け
る

と
、
怠
け
た
姿
が
出
て
し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味

で
、
私
た
ち
は
常
に
走
っ
て
、
ス
テ
ー
ジ
に
出
た
と
き

に
、
日
本
人
と
し
て
の
表
現
を
ス
テ
ー
ジ
で
ど
う
確

立
す
る
か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
国
際
交
流
と
い
う
面
で
は
ア
メ
リ
カ
大
陸

を
一
周
し
て
、
大
体
二
四
0
都
市
で
三
五
五
公
演
を

し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
生
ま
れ
た
交
流
は
、
劇
場

で
公
演
す
る
と
き
に
は
決
し
て
生
ま
れ
な
い
、
本
当

そ
の
後
、
日
本
の
漫
画
界
は
国
内
だ
け
を
相
手
に

発
展
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
海
賊
版
と
い
う
形

で
は
あ
る
も
の
の
、
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
で
よ
く
読
ま
れ

て
い
る
そ
‘
？
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
ア

メ
リ
カ
人
に
否
定
さ
れ
た
自
分
た
ち
の
作
品
を
ア
ジ

ア
の
子
ど
も
た
ち
が
読
ん
で
、
し
か
も
日
本
の
子
ど
も

と
同
じ
と
こ
ろ
で
感
動
す
る
こ
と
が
た
い
へ
ん
う
れ
し

か
っ
た
の
で
す
。

今
で
は
、
野
球
を
目
指
す
子
が
み
ん
な
ア
メ
リ
カ

の
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
で
活
躍
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
、

世
界
中
か
ら
若
者
が
、
日
本
で
漫
画
家
に
な
り
た
い

と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
平
田
こ
こ
数
年
、
韓
国
の
演
劇
賞
で
日
本
の
作

家
の
作
品
が
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
な
い
年
は
な
い
と
い
う

ぐ
ら
い
に
、
韓
国
で
は
日
本
人
の
作
家
の
作
品
の
上

演
は
普
通
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
世
紀
に
入
っ

て
か
ら
、
日
本
の
劇
作
家
の
作
品
が
海
外
で
上
演
さ

れ
る
こ
と
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き
た
と
思
っ
て
い
ま

す。
さ
ら
に
最
近
、
外
国
と
の
共
同
作
業
が
進
ん
で
い

ま
す
が
‘
―
つ
に
は
、
字
幕
技
術
の
発
達
が
あ
り
ま

す
。
今
ま
で
演
劇
は
言
葉
の
壁
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ダ

ン
ス
や
、
前
衛
的
な
作
品
と
違
い
、
台
詞
劇
は
外
国

に
輸
出
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
で
す
。
今
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
や
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
が
相
当
発
達
し
た
た

め
、
映
画
並
み
に
字
幕
が
出
せ
る
よ
う
に
な
り
、
言

葉
の
壁
が
随
分
低
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

も
う
―
つ
は
、
翻
訳
家
に
恵
ま
れ
れ
ば
、
た
だ
外

日
本
文
化
に
対
す
る
理
解

会
、
記
念
出
版
、
そ
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
か
か
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
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国際文化交流と日本文化の発信

●松田悽山氏
尺八演奏家。鬼太鼓座代表。和太鼓

集団「鬼太鼓座」に出演し、日本全

国をはじめ世界各国のツアーに参

加。 JVCより発売のCDにも自作曲

を含め多数収録。 1999年春、尺八

の原点を探る旅として中国国内を自

らの足で1,000km走破。 2001年よ

り現職。 2003年スコットランド出

身の女性バーカッショニストのエヴ

ェリン・グレニー氏とのコラポレー

ションがドキュメンタリー映画

「HEARTBEAT」に収録され、

2004年欧米にて公開。

~i 
令
社
裟
忍

国
に
行
っ
て
上
演
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

後
に
海
外
の
演
出
家
、
俳
優
で
上
演
し
て
も
ら
う
こ

と
が
可
能
で
す
。
今
年
、
ソ
ウ
ル
で
は
私
の
作
品
を

三
本
上
演
し
て
い
ま
す
。

●
山
内
平
田
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
て
、

言
葉
の
問
題
、
台
詞
の
問
題
が
演
劇
の
場
合
に
は
大

き
い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
私
た
ち
よ
り
は
恵
ま
れ

て
い
る
（
笑
）
。
我
々
の
よ
う
な
基
礎
的
な
学
術
研
究

に
比
べ
る
と
、
役
者
は
身
ぶ
り
や
手
ぶ
り
や
表
情
を

使
用
し
て
、
万
国
共
通
の
発
信
は
で
き
る
か
ら
で
す
。

そ
う
い
う
点
で
い
う
と
、
音
楽
や
漫
画
と
い
う
の

は
、
了
解
度
や
理
解
度
が
、
あ
る
意
味
で
は
瞬
時
に

し
て
可
能
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
化
交
流

の
あ
り
方
と
し
て
、
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
う
ら
や
ま
し

い
と
こ
ろ
で
す
。
絵
と
い
う
の
は
言
葉
で
は
な
く
て
、

描
写
や
デ
ッ
サ
ン
で
感
動
を
伝
え
て
い
く
。
感
動
を

伝
え
る
と
表
現
し
た
の
は
、
ま
さ
に
言
葉
と
い
う
の
は

と
き
と
し
て
冗
長
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な

い
と
い
う
こ
と
の
反
語
的
な
表
現
な
の
で
す
。
感
動

は
、
音
楽
で
も
、
演
劇
で
も
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
に
お
い
て
も
、
瞬
時
に
し
て
現
れ
ま
す
。

最
近
で
は
「
火
垂
る
の
墓
』
と
い
う
ア
ニ
メ
を
観

て
感
動
し
た
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
言
葉

を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
戦
争
を
背
景
に
し
て
、
兄
妹

の
痛
ま
し
い
変
容
、
幸
せ
な
家
族
の
崩
壊
を
み
て
い

く
と
き
に
言
葉
は
必
要
な
い
の
で
す
。
日
本
人
な
ら

す
ぐ
に
意
味
が
分
か
り
ま
す
。
絵
の
動
き
や
瞬
間
的

な
仕
草
で
、
我
々
に
感
動
を
迫
っ
て
や
ま
な
い
の
で

すね。
●
里
中
日
本
に
お
い
て
漫
画
家
に
求
め
ら
れ
る
オ

能
は
、
脚
本
家
と
し
て
の
才
能
で
す
。
絵
は
下
手
で

も
、
そ
の
方
が
訴
え
た
い
絵
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
読

者
は
受
け
入
れ
、
そ
こ
か
ら
魅
力
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
以
外
の
国
で
、
漫
画
家
と
い
う

仕
事
は
、
画
家
の
一
部
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ま
ず

漫
画
家
を
育
て
よ
う
と
す
る
と
、
ほ
か
の
国
で
は
ほ
と

ん
ど
絵
か
ら
教
え
始
め
る
わ
け
で
す
。
日
本
に
お
い
て

は
、
自
分
自
身
の
も
の
の
考
え
方
、
表
現
の
仕
方
が

な
く
て
は
、
い
く
ら
絵
が
う
ま
く
て
も
ど
う
し
よ
う
も

な
い
こ
と
は
、
日
本
の
こ
の
豊
か
な
漫
画
文
化
の
現

実
の
中
で
、
読
者
も
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
海
外

に
行
っ
て
若
者
た
ち
に
教
え
る
場
合
、
私
は
必
ず
脚

本
を
し
っ
か
り
教
え
て
ほ
し
い
、
構
成
を
教
え
て
ほ
し

い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
も
決
し
て
も
の
ま
ね
じ
ゃ

な
く
、
自
分
た
ち
の
民
族
性
、
民
族
に
根
ざ
し
た
も

の
か
ら
生
み
出
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
ま
だ
な
か
な
か
そ
れ
が
理
解
さ
れ
な
い
地
域
も
多

い
よ
う
で
す
。

●
山
内
文
化
交
流
に
お
い
て
、
我
々
の
よ
う
な
研

究
者
に
と
っ
て
の
互
い
の
感
動
と
は
一
体
何
な
の
だ

ろ
う
か
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
や
は
り
経
験
の
問
題
に

な
り
ま
す
。

今
、
ア
ラ
プ
で
も
、
ト
ル
コ
で
も
、
イ
ラ
ン
で
も
、

自
ら
の
国
づ
く
り
に
お
い
て
非
常
に
苦
し
ん
だ
と
こ
ろ

深

っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
が
あ
る
意
味
で
は
高
度
成
長

に
向
か
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
奇
跡
と
い
っ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。

し
か
し
、
高
度
成
長
は
ネ
ガ
テ
イ
プ
な
フ
ァ
ク
タ

ー
と
し
て
環
境
問
題
と
公
害
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
光

だ
け
で
は
な
い
し
、
闇
も
あ
る
。
し
か
し
、
闇
だ
け
で

は
な
く
て
、
光
も
あ
る
。
こ
う
い
う
あ
る
種
の
弁
証
法

的
な
構
造
と
経
験
を
理
解
し
た
国
は
、
現
代
史
に
お

い
て
少
な
く
、
日
本
が
そ
の
―
つ
で
あ
る
の
で
し
ょ

、つ。
こ
う
し
た
点
を
外
国
の
方
に
語
っ
て
行
く
と
き
に

感
動
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
歴
史

認
識
と
は
、
ど
の
国
に
と
っ
て
も
、
光
と
暗
の
双
方

を
も
つ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
ね
。
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
感
動

も
生
ま
れ
る
根
拠
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

●
平
田
里
中
先
生
の
お
話
に
大
変
感
銘
を
受
け
た

の
で
す
が
、
私
も
輯
国
や
東
南
ア
ジ
ア
で
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
を
す
る
と
き
に
、
別
に
私
の
方
法
論
を
そ
の
ま
ま

や
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
は
な
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生

ま
れ
た
現
代
演
劇
を
受
容
し
て
、
ど
う
や
っ
て
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
作
劇
方
法
を
生
み
出
し
た
か
と
い
う
そ
の

態
度
み
た
い
な
も
の
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い
の
だ
と
常

に
言
う
の
で
す
。

い
ず
れ
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
も
、
自
分
た
ち
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
現
代
演
劇
を
つ
く
つ
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
伝
統

芸
能
と
、
当
然
、
私
た
ち
は
現
代
社
会
に
生
き
て
い

・
り
~
•
V
~
、

て
、
普
通
の
近
代
的
な
劇
場
の
中
で
演
削
を
や
る
わ

け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
ど
う
融
合
さ
せ
て
い
く
か
が
彼

ら
に
と
っ
て
も
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
日
本
は

経
験
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
山
内
先
生
が
お

っ
し
ゃ
ら
れ
た
と
お
り
、
何
が
失
敗
し
た
か
、
と
い
う

負
の
部
分
も
当
然
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。

●
山
内
も
う
一
っ
簡
単
に
触
れ
ま
す
と
、
中
東
ミ

ッ
シ
ョ
ン
で
は
柔
道
の
山
下
泰
裕
八
段
、
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
金
メ
ダ
リ
ス
ト
に
も
ご
同
行
い

た
だ
き
ま
し
た
。
柔
道
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
と

同
時
に
、
子
ど
も
た
ち
に
稽
古
も
つ
け
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
大
き
な
感
動
を
人
々
に
与

え
ま
し
た
。

彼
の
語
り
は
、
柔
道
と
は
何
か
、
こ
れ
は
や
は
り

礼
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
、
人
々
に
礼
儀
や
作
法
の

優
雅
な
重
要
性
を
教
え
て
い
く
。
日
本
人
の
心
の
基

本
に
あ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
優
雅
な
礼
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
を
語
る
わ
け
で
す
。

例
え
ば
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
決
勝
の

時
に
エ
ジ
プ
ト
の
ラ
シ
ュ
ワ
ン
と
対
戦
し
た
際
、
ラ
シ

ュ
ワ
ン
は
彼
の
痛
い
足
を
こ
と
さ
ら
に
攻
め
な
か
っ
た

こ
と
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
柔
道
が
日
本
古
来
の
武

士
道
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
ア
ラ
プ
や
イ

ス
ラ
ム
に
も
入
の
弱
い
と
こ
ろ
を
攻
め
な
い
、
人
の
弱

さ
を
決
し
て
攻
め
つ
け
な
い
と
い
う
ア
ラ
プ
流
の
武
士

道
、
イ
ス
ラ
ム
の
道
徳
性
が
あ
る
と
山
下
さ
ん
は
語

る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
が
柔
道
の
精
神
に
つ
な
が
る
、

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
国
づ
く
り
の
苦
し
み
と
い
う
の

は
、
我
々
は
明
治
維
新
、
江
戸
幕
末
か
ら
明
治
の
初

期
に
か
け
て
の
近
代
化
の
中
で
、
教
育
か
ら
行
政
、
軍

事
、
経
済
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
苦
し
ん
だ
経
験
に

似
通
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
経
験
の
中
で
、
我
々
は
多
少
挫
折
も
し
た
け

れ
ど
も
、
成
功
し
た
面
も
あ
る
。
そ
う
し
た
成
功
体

験
が
挫
折
経
験
と
と
も
に
語
ら
れ
る
と
き
に
、
あ
る

意
味
で
は
後
発
的
な
弱
み
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
強
さ

も
あ
る
国
は
歴
史
か
ら
教
訓
を
得
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
す
。

て
つ

そ
れ
は
、
日
本
の
踏
ん
だ
轍
を
踏
ま
ず
に
、
ど
う

す
れ
ば
よ
り
効
果
的
、
よ
り
ポ
ジ
テ
イ
プ
に
自
ら
の
社

会
を
つ
く
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
、1
ロ
~
。
こ

う
い
う
と
こ
ろ
で
経
験
や
歴
史
を
語
っ
て
い
く
と
き
の

受
け
と
め
方
と
い
う
の
は
、
感
動
と
い
、
？
も
の
に
つ
な

が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
は
明
治
維
新
で
、
戊
辰
戦
争
と
い
う
内
戦
が

行
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
が
新
し

く
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
生
み
の
苦
し
み
と
、
し
か
し

犠
牲
を
最
小
限
に
と
ど
め
た
と
い
う
あ
る
種
の
明
る

さ
。
こ
れ
は
我
々
が
テ
ロ
の
問
題
な
ど
を
彼
ら
に
語

っ
て
い
く
と
き
の
前
向
き
の
材
料
に
な
る
。

ま
た
第
二
次
大
戦
の
苦
し
み
を
味
わ
い
三
五
0
万

の
死
者
を
出
し
た
国
民
で
あ
る
の
で
す
。
広
島
、
長

崎
の
原
熾
や
東
京
の
二
回
に
わ
た
る
大
空
襲
、
大
阪

を
は
じ
め
と
し
た
地
方
の
主
要
都
市
な
ど
も
空
襲
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
く
、
こ
の
中
か
ら
生
ま
れ
変
わ
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●里中満智子氏
大阪市生まれ。高校在学時に［ピア

の肖像』で第1回講談社新人漫画賞

を受貸'r, 1974年、 iあした輝く］

「姫か行＜ ！」の両作品で講談礼出

版文化賞受賞。代表作に『あすなろ

坂j「愛人たちj「アリエスの乙女た

ちj［ギリシア神話jなと多数。現

在、「万葉集」の世界を描いた『天

上の虹！を描き下ろし単行本で幸丸た1t

中。大阪芸術大学芸術学部キャラク

ター造形学科教授、マンガジャパン

事務局長。

と
い
う
話
を
し
な
が
ら
実
技
指
恐
を
す
る
と
、
そ
れ
も

あ
る
種
の
感
動
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

●
里
中
日
本
式
の
縦
翡
き
の
文
字
で
、
日
本
語
の

ま
ま
で
も
読
み
た
い
。
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
作
品
も
読

み
た
い
が
ゆ
え
に
、
日
木
語
を
覚
え
る
と
い
う
若
者

も
増
え
て
お
り
ま
す
。
中
国
の
若
い
子
た
ち
も
、
日

本
語
を
、
漫
画
を
読
み
た
い
が
た
め
に
覚
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

日
本
語
で
会
話
し
て
お
り
ま
す
と
、
〈
あ
あ
、
こ
の

漫
画
ば
か
り
読
ん
で
い
る
な
〉
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ

て
き
ま
す
。
冽
え
ば
▽
＇
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル

j

で
す
と
、

名
古
屋
弁
が
出
て
き
た
り
し
ま
す
。
日
木
語
は
名
古

屋
弁
で
覚
え
て
し
ま
い
、
後
で
困
っ
た
と
い
う
笑
い

話
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
が
映
圃
を
通
じ
て
ア
メ
リ

カ
人
の
物
の
者
え
方
、
ア
メ
リ
カ
人
が
若
え
る
正
義

と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ア
メ
リ

力
と
い
う
国
へ
の
理
招
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
同

じ
役
割
を
没
圃
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
果
た
せ
る
と
し

た
ら
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

●
秋
葉
国
際
文
化
交
流
に
よ
り
世
界
の
文
化
・
芸

術
の
発
展
に
我
が
国
が
買
献
し
て
い
く
た
め
に
は
、
我

か
国
の
文
化
を
海
外
に
籾
極
的
に
発
信
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
国
際
文
化
交
流
、
と
り
わ
け
日
木
文
化

の
発
信
の
諜
氾
お
よ
び
机
逆
万
策
に
つ
い
て
ご
意
見

を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
平
田
国
際
交
流
、
文
化
行
政
の
こ
と
を
考
え
る

と
き
に
、
今
ま
で
は
ど
う
た
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か

ま
ず
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

今
ま
で
の
外
交
文
化
行
政
は
、
大
き
く
い
う
と
、
伝

統
芸
能
の
紹
介
か
海
外
に
学
ぶ
と
い
う
ス
キ
ー
ム
し

か
な
か
っ
た
。
今
ま
で
は
伝
統
の
も
の
は
伝
え
る
、
あ

と
は
西
洋
か
ら
学
ぶ
、
留
学
生
制
度
も
そ
れ
が
前
提

で
す
。と

こ
ろ
が
、
状
況
が
変
わ
っ
て
き
て
、
特
に
ア
ジ

ア
の
国
は
、
演
劇
に
し
ろ
、
音
楽
に
し
ろ
、
漫
両
に

し
ろ
、
ア
ニ
メ
に
し
ろ
、
私
た
ち
は
教
え
た
り
教
え
ら

れ
た
り
と
い
う
対
等
な
立
場
で
交
流
し
て
い
か
な
く

て
は
い
け
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
た
ぶ

ん
行
政
の
シ
ス
テ
ム
自
休
が
ま
だ
そ
こ
に
追
い
つ
い
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す

G

も
う
一
っ
は
何
を
教
え
る
の
か
。
伝
統
芸
能
で
あ

れ
ば
そ
れ
を
伝
え
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
が
、
太
鼓
や
没

画
、
私
た
ち
が
や
っ
て
い
る
演
測
な
ど
は
、
実
践
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

こ
れ
は
実
際
に
あ
っ
た
話
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
閤

場
の
ロ
ビ
ー
に
立
っ
て
い
る
と
、
お
ば
あ
さ
ん
が
と
こ

と
こ
と
や
っ
て
き
て
、
「
私
は
あ
な
た
の
「
東
京
ノ
ー

ト
」
と
い
う
作
品
を
や
っ
た
」
と
言
う
の
で
す
。
フ
ラ

ン
ス
語
だ
っ
に
の
で
慨
初
は
よ
く
意
味
が
わ
か
ら
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
の
公
民
館
で
、
海

外
の
作
品
を
ご

1
四
週
間
か
け
て
や
る
と
い
う
こ
と

が
よ
く
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
実
際
に
日
本
人
の
役

の
よ
う
な
学
者
を
あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
c

し
た
が
っ
て
、
実
は
文
化
交
流
は
、
我
々
が
ふ
だ

ん
意
識
し
て
い
な
く
て
も
、
大
き
い
意
味
で
市
民
社

会
を
基
盤
と
し
た
文
化
外
交
に
か
か
わ
っ
て
い
る
、
か

か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
の
一
環
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。

た
だ
、
問
題
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
メ
ー
ル
は
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
情

報
伝
達
の
ス
ピ
ー
ド
を
競
う
が
あ
ま
り
、
正
確
さ
に

お
い
て
や
や
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
も

の
の
伝
播
に
お
け
る
重
厚
さ
、
あ
る
穂
の
分
厚
さ
と

い
、
つ
点
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
、
国
際
的
な
文
化
交
流
や
日
本
文
化
の
発

信
と
い
っ
た
楊
合
に
は
、
速
い
情
報
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
私
は
遅
い
情
報
と
し
て
の
文
化
交
流
や
文
化
の

発
信
も
大
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
文
化
交
流
を
か
り
そ
め
に
私
が
定
義
す

る
と
す
れ
は
、
「
時
間
を
か
け
て
相
手
の
囚
や
い
ろ
い

ろ
な
国
の
人
々
に
対
し
て
理
解
を
得
る
よ
う
な
試
み
」

「
日
本
と
は
何
か
、
日
本
文
化
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

の
理
解
を
求
め
て
い
く
能
動
的
な
営
み
」
が
、
文
化

交
流
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

だ
と
す
れ
ば
、
お
互
い
理
解
し
合
う
も
の
と
し
て
、

基
礎
に
は
文
化
力
、
あ
る
い
は
教
養
に
培
わ
れ
た
情

報
、
す
な
わ
ち
時
代
が
変
化
し
、
時
間
や
歴
史
が
移

ろ
っ
て
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
と
し
て
揺
れ
か

な
い
よ
う
な
、
分
厚
い
基
礎
に
固
め
ら
れ
た
、
あ
え
て

い
え
ば
胚
い
情
報
の
必
要
性
を
認
め
な
く
て
は
い
け

日
本
文
化
の
海
外
発
信
の
課
題
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柄
を
演
じ
て
み
た
と
言
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
の
日
本
の
文
化
外
交

の
枠
咀
み
の
中
で
は
、
た
ぶ
ん
あ
ま
り
想
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
息
う
の
で
す
。
実
際
に
や
っ
て
も
ら
う
よ

う
な
教
え
方
を
す
る
、
に
え
方
を
す
る
こ
と
が
こ
れ
か

ら
は
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
山
内
文
化
外
交
や
外
交
と
い
い
ま
す
と
、
従
来
、

い
わ
ゆ
る
賊
業
外
交
官
、
あ
る
い
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
な
官
僚
た
ち
が
担
う
と
い
う
理
解
が
市
民
礼
会

で
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
現
代
の
文
化
外
交
と
い

う
の
は
、
異
な
る
文
化
に
属
す
る
人
々
の
出
会
い
の

機
会
が
た
く
さ
ん
広
が
っ
て
い
ま
す
。

特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
は
決
定
的
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
＂
右
者
だ
け
で
は
な
く
、
私
の
よ
う
な

や
や
年
か
さ
の
世
代
や
高
齢
者
に
王
る
ま
で
、
異
文

化
と
の
出
会
い
や
交
流
の
機
会
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
場
を
払
は
「
外
交
空
間
」
と
名
づ
け
て
い
ま
す
。

こ
の
「
外
交
空
間
」
で
の
大
き
な
影
器
力
や
璽
災

性
を
持
つ
追
い
手
と
し
て
、
市
民
、
含
業
経
営
者
、
そ

し
て
メ
デ
ィ
ア
、
あ
る
い
は

N
G
O
や
N
P
O
、
私

な
い
。
こ
れ
が
文
化
交
流
に
お
い
て
一
番
大
事
な
点

だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
文
化
交
尻
や
対
話
を
覧
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ら
に
日
本
と
い
う
国
が
世

界
に
お
い
て
、
い
わ
ば
好
か
れ
る
国
に
な
る
、
あ
る
い

は
日
本
と
い
う
国
が
理
解
さ
れ
る
口
に
な
る
と
い
う

こ
と
を
求
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
相
手
国
に
つ
い
て
も

我
々
が
相
手
を
理
解
し
、
相
手
国
と
の
座
擦
や
衝
突

を
避
け
て
い
く
問
閉
肛
識
を
持
つ
こ
と
が
璽
要
だ
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
ひ
い
て
は
文
化
交
流
と
対
話
と

い
う
の
は
、
日
本
と
い
う
国
や
国
民
の
安
全
保
障
や

利
益
に
か
か
わ
っ
て
い
く
た
い
へ
ん
大
塩
な
営
み
と
い

う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
文
化
交
流
に

不
断
の
相
互
理
解
が
あ
っ
て
こ
そ
、
相
手
国
や
国
際

世
論
に
訴
え
て
い
く
説
得
力
を
壻
す
の
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。

●
平
田
山
内
先
生
の
お
話
を
受
け
て
少
し
話
を
す

る
と
、
私
も
ず
っ
と
対
話
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
き
ま

し
た
。
な
ぜ
語
学
教
育
に
演
劇
が
五
要
か
と
い
う
と
、

対
話
と
い
う
の
は
ほ
か
の
演
説
と
か
、
ス
ピ
ー
チ
と

か
、
デ
イ
ベ
ー
ト
と
か
、
あ
る
い
は
日
常
会
話
に
比
べ

て
、
む
だ
な
話
が
多
い
の
で
す
。
日
本
人
が
よ
く
屈

酒
屋
で
し
ゃ
べ
る
よ
う
に
、
相
手
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

と
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
関
係
の
な
い
話
を
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
演
劇
で
は
そ
の
よ
ヽ
つ
な
状
況

を
作
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

今
ま
で
の
外
交
と
い
う
の
は
、
政
治
と
か
、
経
済

と
か
、
目
的
か
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

ふ，
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そ
こ
で
話
さ
れ
る
ボ
キ
ャ
プ
ラ
リ
ー
も
限
ら
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
対
話
を
す
る
た
め
に
は
余
計
な
こ
と
を
話

さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
相
手
が
ど
ん
な
趣
味
を
持
っ

て
い
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。

0
松
田
実
は
、
さ
っ
き
山
内
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら

れ
た
遅
い
交
流
と
い
う
の
が
、
今
、
す
し
っ
と
私
の
心

の
中
に
入
っ
て
き
た
の
て
す
が
、
鬼
太
鼓
兜
で
は
と

に
か
く
遅
い
、
深
い
交
流
を
頭
の
中
に
雷
に
置
い
て

＂
一
本
の
足
で
走
り
な
が
ら
、
一
般
の
方
と
ど
う
や
っ

て
交
流
を
誕
生
さ
せ
て
い
く
か
と
い
っ
た
こ
と
に
中
心

の
目
的
を
置
い
て
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

●
里
中
日
本
に
お
い
て
、
日
本
の
漫
画
や
ア
ニ
メ

が
こ
れ
だ
け
経
済
性
を
上
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
日
本
人
が
没
画
の
歴
史
を
顧
み
た
と
き
に
、
す

で
に
一
昔
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
竹
品
は
読
め
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

か
ね
て
か
ら
漫
画
の
半
公
，
止
の
間
物
賄
を
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

W
e
b
上
の
他
物
館
で
し

た
ら
、
大
き
い
箱
物
を
建
て
な
く
て
も
、

W
e
b
上
に

漫
画
博
物
館
と
し
て
、
最
初
は
日
本
の
漫
画
で
全
部

構
築
し
、
日
本
語
、
＂
央
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
中
国
語

に
翻
訳
し
て
、
軋
界
中
の
ど
こ
か
ら
で
も
ア
ク
セ
ス
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
い
い
と
思
う
の
で
す
。

ま
た
、
二
昔
箭
ぐ
ら
い
に
流
行
っ
た
、
タ
イ
ト
ル

だ
け
は
開
い
た
こ
と
の
あ
る
と
い
う
作
品
か
孟
め
な
い

と
い
う
こ
と
で
は
、
文
化
国
家
と
は
一

_
l
-
]

え
な
い
と
思

い
ま
す
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
笑
術
が
西
祥
美
術
史
の

中
で
あ
れ
だ
け
言
わ
れ
る
の
は
、
や
は
り
物
が
残
っ
て

い
。
ひ
と
こ
と
で
言
う
と
太
鼓
は
音
楽
じ
ゃ
な
い
。
太

鼓
は
暴
力
で
す
。
そ
れ
は
決
し
て
パ
ン
チ
を
す
る
わ
け

で
は
な
い
で
す
。
何
か
と
い
う
と
、
ス
テ
ー
ジ
と
お
客

さ
ま
の
間
に
垣
根
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
一
瞬
に
し

て
ぶ
ち
壊
す
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
日
本
の
人
薮
な
の

で
す
。だ

か
ら
こ
そ
今
後
の
問
題
と
し
て
は
、
そ
の
担
い

手
の
人
材
育
成
が
大
事
な
の
で
す
。
で
は
西
洋
化
す

れ
ば
い
い
か
。
分
割
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
や
れ
ば
、
エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
売
れ
て
い
く
か
ら
い
い
か

と
い
う
と
、
絶
対
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
日
本
の

文
化
と
し
て
太
鼓
を
ど
う
伝
え
て
い
く
か
、
日
本
人

の
も
の
と
し
て
伝
え
て
い
く
た
め
の
人
材
は
、
育
成
し

て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

西
洋
楽
器
、
打
楽
器
を
学
ん
で
、
ち
ょ
っ
と
脱
落

し
て
し
ま
っ
た
人
は
、
太
鼓
に
逃
げ
よ
う
と
い
う
人
が

結
構
多
い
。
だ
け
ど
リ
ズ
ム
が
違
う
。
＾
瞬
に
し
て

テ
ン
ポ
が
変
わ
る
の
が
許
さ
れ
る
の
が
日
本
の
リ
ズ
ム

な
の
で
す
。

こ
の
よ
さ
、
弛
さ
を
ど
う
伝
え
て
い
っ
て
、
な
お
か

つ
一
瞬
に
し
て
垣
根
を
壊
す
能
力
を
持
つ
人
間
を
育

て
て
い
く
か
と
い
う
の
が
大
事
で
、
楽
器
が
簡
単
な

だ
け
に
、
逆
に
き
ち
ん
と
で
き
る
人
間
力
を
つ
く
ら
な

い
と
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

0
平
田
人
材
育
成
に
閃
連
し
て
、
日
本
の

111
で
の

旧
際
化
の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
戟
の
ど
ち
ら

か
が
外
国
籍
で
あ
る
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
の
文
化
を
ど
う
考
え
て
い

お
り
、
検
証
で
き
る
か
ら
な
の
で
す
。
空
襲
も
受
け
ず

に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
残
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い

わ
け
で
す
。

あ
と
一

0

0
年
ー
ニ

0

0
年
た
っ
た
と
き
に
、
か

っ
て
日
本
は
没
圃
と
ア
ニ
メ
の
最
先
端
の
国
だ
と
い

わ
れ
た
の
に
、
そ
の
作
品
は
ど
ん
な
も
の
か
は
、
海
外

の
マ
ニ
ア
の
力
か
持
っ
て
い
る
ボ
ロ
ポ
ロ
の
本
し
か
現

物
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
た
く
あ
り
ま
せ
ん
°

●
山
内
イ
ン
タ
ー
ネ
J

卜
は
、
漫
画
の
普
及
あ
る

い
は
保
存
、
展
覧
に
本
当
に
役
に
立
ち
ま
す
ね
。
瞬

時
性
、
即
時
性
と
い
う
点
で
、
非
常
に
そ
れ
は
い
い

と
思
い
ま
す
。

私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
に
感
動
し
た
よ
う
な
『
赤
胴

鈴
之
助
」
や
『
朱
房
の
小
太
郎
』
の
よ
う
な
さ
わ
や

か
な
作
品
は
、
も
う
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。
子
と
も
だ
っ
た
貯
分
の
漫
画
を
見
た
い
と

い
う
大
人
も
多
い
と
思
う
の
で
す
。
内
外
を
問
わ
ず

に
、
懐
か
し
の
漫
圃
に
オ
ぐ
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
い
う

の
は
す
は
ら
し
い
こ
と
で
、
私
は
大
賛
成
で
す
。

●
平
田
今
、
劇
作
家
協
会
も
、
昔
の
出
版
で
は
経

済
的
に
成
り
立
た
な
い
作
品
を
、
今
年
か
ら
ア
ー
カ

イ
プ
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
戯
曲
の
場
合
は
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
上

演
し
た
い
と
い
う
要
望
も
出
て
く
る
の
で
、
オ
ン
デ
マ

ン
ド
出
版
な
ど
で
一
冊
一
―

1
0
0
0
円
ぐ
ら
い
な
の
で

す
が
、
在
叩
を
抱
え
な
い
て
い
い
の
で
、
今
年
か
ら
始

め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

R
里
中
笑
い
語
て
本
当
か
ど
う
か
不
明
で
す
が
、

く
の
か
。
日
本
の
文
化
を
国
際
社
会
の
中
で
ど
う
位

置
づ
け
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
日
本
の
国
内
で

も
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
教
育
の
シ
ス
テ
ム
も
変

え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

歴
史
認
贔
の
こ
と
で
も
、
最
初
に
山
内
先
生
も
お

っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、
同
じ
教
科
書
を
使
う
こ
と
は

な
か
な
か
難
し
い
て
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
が
口

際
社
会
の
中
で
生
ぎ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
て
す
か
ら
、
社
会
科
の
時
間
と

は
別
に
、
例
え
ば
国
際
交
流
と
い
う
時
間
を
、
少
な

く
と
も
中
学
ぐ
ら
い
で
週
に
一
時
間
く
ら
い
設
け
る

こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
韓

国
の
歴
史
教
育
、
中
国
の
歴
史
教
育
と
、
文
化
と
を

セ
ッ
ト
に
し
て
教
え
て
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
く
ら
い
大
き
な
転
挟
期
に
来
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
又
化
発
信
も
大
事
で
す
が
、
日
本
の

中
の
国
際
化
が
な
い
と
、
発
信
だ
け
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
間
交
流
も
重
要
な
課
罰
で
す
。
国
家

と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
例
え
ば
韓
国
は
完
全
に
対

等
に
共
同
作
品
を
つ
く
れ
る
経
済
力
が
あ
る
の
で
、
韓

国
の
地
方
自
治
体
と
日
本
の
地
方
自
治
体
が
組
ん
で
、

演
劇
の
共
同
制
作
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
か
ら

た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
よ
う
な
施
策
が
必
要
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
松
田
鬼
太
鼓
限
で
は
、
富
士
山
の
懐
か
ら
日
本

~/. 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
砂
漠
の
真
ん
中
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
検
索
し
て
い
た
ら
、
「
漫
画
」
と
い
う
言
菜
か

出
て
き
た
。
「
漫
画
」
と
い
う
言
葉
は
、
ア
メ
リ
カ
の

コ
ミ

y
ク
て
は
な
く
、
日
本
型
の
漫
画
と
い
う
こ
と

で
、
枇
界
の
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
読
ん
で

み
た
ら
、
五
葉
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
お
も
し
ろ
か

っ
た
の
で
、
も
っ
と
読
み
た
い
と
―
―
-E

つ
て
い
る
、
と
い

う
話
を
開
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

世
界
の
隅
々
ま
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
の

は
い
ろ
い
ろ
な
人
の
意
見
も
、
く
だ
ら
な
い
絨
言
も
訛

し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
一
人
ひ
と
り
が
ど
ん
な
立
場
で

あ
る
か
と
い
う
の
も
流
す
。
そ
う
い
う
窪
味
で
は
す
ば

ら
し
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
誰
か
一
人
て
も
ア
ク
セ

ス
し
た
い
人
が
い
れ
ば
、
関
か
れ
て
い
る
情
報
を
読
む

こ
と
が
で
き
る
e

そ
れ
に
よ
り
価
値
観
は
変
わ
っ
て
い

く
と
思
う
の
で
す
。

◎
松
田
太
鼓
の
場
合
、
本
当
に
有
利
で
伝
え
や
す

つ
く
り
た
い
と
考
え
、

太
鼓
を
中
心
に
、
ま
ず
は
日
本
の
音
楽
、
そ
れ
か
ら

ア
ジ
ア
原
産
の
竹
を
素
材
と
し
た
竹
の
ク
ル
ー
プ
の

音
楽
な
ど
の
共
同
制
作
を
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

今
年
の
一
こ
月
に
韓
国
を
呼
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
し
そ
れ
か
ら
中
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
声
を
か
け

て
、
文
化
発
信
基
地
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
枇
界
に
発
信
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
で
き

れ
ば
い
い
と
者
え
て
い
ま
す
。

●
平
田
文
化
行
政
の
い
ち
ば
ん
の
役
割
は
批
界
の

文
化
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ロ

本
の
税
金
で
行
う
の
で
、
日
本
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い

と
い
う
気
持
ち
は
わ
か
り
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
文

化
行
政
と
い
う
の
は
一

0

0
年
、
二

0

0
年
の
仕
事

で
す
か
ら
、
あ
ま
り
日
本
、
日
本
と
言
わ
ず
に
、
日

本
の
文
化
が
ど
う
や
っ
て
枇
界
の
文
化
の
中
に
位
置

つ
け
ら
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
大
き
な
哲
学
が
な
い

と
、
自
国
中
心
主
義
で
は
文
化
行
政
は
成
り
立
た
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
や
は
り
日
本
の
外
交
の
中
で
、
口
韓
、

日
中
、
そ
れ
か
ら
ア
ジ
ア
は
非
常
に
璽
要
な
の
で
、
そ

こ
で
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
何

か
、
助
成
方
法
を
含
め
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て
い
く
こ

と
か
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
息
い
ま
す
。

0
秋
葉
本
日
は
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
国

際
文
化
交
流
と
日
本
文
化
の
発
信
に
つ
い
て
貴
重
な

ご
点
見
、
こ
提
言
を
た
ま
わ
り
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご

ざ

い

ま

し

た

。

（

了

）

R秋葉正嗣
文化庁長官官房国際課長
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.成羽町美術館

住所：〒716-0111
岡山県高梁市成羽町下原1068-3

電話番号： 0866-42-4455

URL : http://www.nariwa.ne.jp/ 

museum/ 

アクセス：

JR岡山駅から伯備線で約50分「備
中忘梁駅」下車、備北パスで約15分

「成羽」停留所下車すぐ

岡山自動車道「賀席IC」または「総社

IC」、中同自動車滸「北房IC」または

「新見IC」から車で約30~40分
開館時問： 9:30-17:00

（入館は16:30まで）

休館日：毎週月曜日

（祝日または振替休日の場合

はその翌日

季節の花シリーズ「ヨメナ」

登校●児島虎次郎（こじま・とらじろう 1881-1929)作

明治39(1906)年■油彩・キャンバス■133.0cm x 111,5cm■成荊町美術館蔵

児島虎次郎は岡山匝成羽町出身。東京芙術学校（現：東京芸術大学）を京業後、ヨーロッパ四学

て色彩画家として開花した児島は、その萌芽を初期の代表作「登校」に見ることができる。本作品

は、東京美術学校研究科の頃、帰省中に仁政で描かれたと言われている。朝臼洞れくる木立の中，

学含を自指百少女たちが愛らしい手前の物憂げな面持ちの少女の手には道草して摘んだのか、薄

紅色のヨメナが、そして日命の少女が見据える先には赤とんぽが描かれており、秋の訪れを感じさ

せる。舶来とおぽしき大きな朱色の日傘やコサージコ付のり翫子は当時としては置望品であり、彼女

等の匹らしを物語るとともに、西欧の気配が地方にも伝播してきた様子がうかがえる。人物の前面

は逆光のため影となっているがそのことかかえェて予『後から降りそそぐ悶の光を強く感じさせ、画

面に奥行きを与えている。児島は当時から光を効叉的に配置することで口常的な場面を情惑裳かも

光景へと演出していく手法を得意としていた。そして後のベルギー四学では、光の輝きを斗ャン）＼

ス上に再現百ることを課題として、鮮やかな色彩による点描技法なども試みたのであった。

とこるで、「登校」が描かれた頃は、日溝、日露戦争をへた明治39年。疲弊しきった日本におい

て、子どもたちは必すしも少女らのように衣食足りて，教育を受ける環境が許されていたとはいえ

ない時代である。画家にとっては子どもたちが学び、行く道を自身が選び取るという閤かな社会へ

の祈りが込めら打た刷作だったのかもしれ厄い9, （学芸員 渡辺浩美）

▽
天
高
く
さ
わ
や
か
に
肋
れ
あ
が
っ
た

空
。
秋
の
訪
れ
を
地
じ
ま
す
。

さ
て
、
今
月
は
国
際
文
化
交
流
に
閾

す
る
特
集
で
す
。
世
界
の
国
々
、
人
々

と
文
化
交
流
を
通
じ
て
、
お
互
い
の
理

陪
や
信
頼
を
嵩
め
、
友
好
関
係
を
深
め

ま
す
。
ま
た
日
本
文
化
の
発
信
や
文
化

の
分
野
て
固
際
協
力
を
積
極
的
に
進
め

る
こ
と
も
重
嬰
で
す
。
我
が
国
が
文
化

交
流
に
よ
っ
て
、
批
界
の
多
梯
な
文
化

の
発
展
と
、
世
界
の
平
利
と
繁
栄
に
舌

臥
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
す
ね
。

▽
今
月
の
表
紙
テ
ー
マ
は
、
ヨ
メ
ナ

（
「
嫁
菜
」
）
。
少
女
の
手
の
中
に
あ
る
そ

の
花
は
、
万
棠
の
昔
か
ら
摘
み
苗
＇
と
し

編1

璽

後

記

....^● 

次号(10月号）予告

口
特別支媛教育の推進

て
毅
し
ま
れ
、
川
べ
り
や
野
道
に
生
え

る
野
菊
の
一
種
で
す
。
ヨ
メ
ナ
は
お
も

に
関
西
か
ら
西
に
生
育
し
て
い
ま
す
。

関
東
以
北
で
は
ヨ
メ
ナ
に
似
た
カ
ン
ト

ウ
「
コ
メ
ナ
が
生
育
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

y
 

秋
の
気
配
は
、
外
蜻
蛉
に
も
。
実
は

こ
の
赤
蛸
蛉
と
い
う
名
前
の
蜻
蛉
は
い

な
い
の
た
と
か
。
胴
が
赤
い
蜻
蛉
の
総

称
で
、
夏
茜
、
秋
茜
、
深
山
茜
、
姫
茜

な
ど
を
い
う
。
古
来
、
日
本
で
は
蛸
蛉

の
こ
と
を
、
「
秋
罰
」
と
呼
ひ
、
親
し
ま

れ
て
き
た
。
「
津
」
は
，
ー
の
」
と
い
う

意
味
で
、
秋
の
代
表
的
な
虫
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
ね
。
ふ
る
さ
と
を
想
う
秋

で

す

。

（

郷

）

0巻頸言 高倉翔

•ェッセイー-ー--·-上野一彦／藤原 治／

斎藤佐和／小田豊

0座餃会 大南英明／川邊重彦／

黒川君江／山岡修／瀧本宣
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