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「
映
画
は
多
民
族
が
平
和
に
共
存

す
る
情
操
教
育
の
た
め
に
役
立
つ
」。

そ
う
い
っ
た
確
信
の
も
と
、
セ
デ
ィ

ク
・
バ
ル
マ
ク
監
督
は
、
23
年
間
の
戦

争
の
後
遺
症
に
悩
む
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
で
、「
苦
し
み
、
悲
し
み
の
中
か
ら

若
い
人
た
ち
が
勇
気
と
希
望
を
見
出

す
よ
う
な
」
映
画
を
、
共
同
作
業
の

中
で
作
っ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
の
共
同
映
画
制
作

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ミ
ル
ク
」
を
立
ち
上

げ
る
準
備
に
入
っ
た
井
上
セ
ン
タ
ー

長
が
、
カ
ブ
ー
ル
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た（
2
0
0
3
年
10
月
16
日
）。

映
画
と
い
う

「
旅
」に
向
か
っ
て

井
上
　
最
初
に
、
バ
ル
マ
ク
さ
ん
が
映

画
に
興
味
を
も
た
れ
た
こ
と
か
ら
お

話
し
く
だ
さ
い
。

バ
ル
マ
ク
　
私
は
1
9
6
2
年
パ
ン
ジ

シ
ー
ル
で
生
ま
れ
、
66
年
に
カ
ブ
ー
ル

に
来
ま
し
た
。
6
才
の
と
き
、
カ
ブ
ー

ル
の
映
画
館
で
初
め
て
映
画
と
い
う

も
の
を
見
た
の
で
す
。

ス
ク
リ
ー
ン
に
大
き
く
映
し
出
さ

れ
た
映
像
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の

か
と
不
思
議
に
思
い
、
そ
の
源
を
た

ど
る
と
、
後
ろ
の
部
屋
の
小
さ
な
穴

か
ら
出
る
光
が
映
像
に
変
わ
っ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

映
写
技
師
が
部
屋
か
ら
出
た
時
を
ね

ら
っ
て
映
写
室
に
入
り
、
小
さ
な
隙

間
か
ら
放
射
さ
れ
て
い
る
光
の
意
味

に
つ
い
て
考
え
た
の
で
す
。

是
非
自
分
は
将
来
映
写
技
師
に
な

り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
さ
っ

そ
く
自
前
の
小
さ
な
映
画
館
を
段
ボ

ー
ル
箱
を
利
用
し
て
作
っ
た
の
で
す
。

井
上
　
フ
ィ
ル
ム
は
ど
の
よ
う
に
し
て

調
達
さ
れ
た
の
で
す
か
。

バ
ル
マ
ク
　
映
画
館
の
ゴ
ミ
箱
に
捨

て
ら
れ
て
い
た
フ
ィ
ル
ム
の
断
片
を
集

め
、
自
分
な
り
に
一
枚
一
枚
の
フ
レ

ー
ム
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
ま
し
た
。
箱

の
な
か
に
レ
ン
ズ
を
入
れ
、
光
を
反
射

さ
せ
て
、
中
に
セ
ッ
ト
し
た
鏡
に
大

き
く
映
し
た
の
で
す
。
箱
の
外
に
あ

け
た
小
さ
な
覗
き
穴
か
ら
は
、
一
人

で
し
か
鑑
賞
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
が
…

井
上
　
ス
ト
ー
リ
ー
は
ど
ん
な
も
の

で
し
た
か
。

バ
ル
マ
ク
　
最
初
は
動
画
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
2
年
後
に
は
、
フ

ィ
ル
ム
の
断
片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
編

集
し
、
動
画
を
作
る
の
に
成
功
し
ま

し
た
。「
狩
猟
犬
が
池
の
上
を
泳
い
で

い
る
ア
ヒ
ル
を
捕
ま
え
よ
う
と
必
死

に
な
っ
て
追
い
か
け
る
」
と
い
う
愉
快

な
作
品
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
カ
メ
ラ
で

自
分
が
撮
影
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。そ

れ
か
ら
、
映
画
が
上
映
さ
れ
る

直
前
の
観
客
の
心
理
や
、
映
画
は
一

体
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
っ
て
い
る

の
か
、
と
い
っ
た
映
画
の
基
本
的
な
意

味
に
つ
い
て
考
え
始
め
ま
し
た
。
映

画
が
一
個
の
芸
術
作
品
と
し
て
生
ま

れ
る
ま
で
の「
長
い
旅
」の
意
味
を
で

す
ね
。
そ
こ
に
は
脚
本
家
、
監
督
、
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
俳
優
、
カ
メ
ラ
マ
ン
な

ど
多
く
の
人
達
が
、
旅
の
目
的
地
に

向
か
う
同
行
者
と
し
て
存
在
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
映
画
制
作
を
一

つ
の「
旅
」
と
し
て
捉
え
た
時
、
映
画

は
、
創
作
者
の
感
性
や
思
想
や
概
念

を
非
常
に
効
果
的
に
表
現
伝
達
で
き

る
、
驚
く
べ
き
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

モ
ス
ク
ワ
で

黒
澤
作
品
に
出
会
う

井
上
　
そ
こ
で
実
際
に
、
映
画
と
い

う
「
旅
」に
出
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
経
緯
に
つ
い
て
お
話
し
下
さ
い
。

バ
ル
マ
ク
　
私
は
非
常
に
ラ
ッ
キ
ー

な
旅
人
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
数
多

く
の
友
人
達
に
助
け
ら
れ
ま
し
た
。

16
才
の
と
き
に
民
間
組
織
で
あ
る
ア

リ
ア
ナ
・
フ
ィ
ル
ム
研
究
所
と
い
う
と

こ
ろ
で
い
ろ
い
ろ
学
び
ま
し
た
。

井
上

そ
の
後
1
9
8
1
年
に
モ
ス
ク

ワ
に
留
学
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
何
年

程
留
学
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
。

バ
ル
マ
ク

奨
学
金
を
も
ら
っ
て
全

ソ
国
立
映
画
大
学（
V
G
I
K
）で
勉

強
し
た
の
で
す
が
、
最
初
の
1
年
は
ロ

シ
ア
語
の
勉
強
で
し
た
。
そ
の
後
5

年
間
が
映
画
の
勉
強
と
研
究
で
す
。

私
に
と
っ
て
は
全
く
新
し
い
映
画
の
世

界
に
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
で
す
ね
。
フ

ェ
リ
ー
ニ
、
黒
澤
、
小
津
、
ア
ン
ト
ニ
オ

ー
ニ
、
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ

ォ
ー
ド
・
コ
ッ
ポ
ラ
、エ
リ
ア
・
カ
ザ
ン
な

ど
、
映
画
の
世
界
的
巨
匠
に
な
る
作

品
は
ほ
と
ん
ど
観
ま
し
た
。

井
上

黒
澤
監
督
の
作
品
で
は
何
を

観
ら
れ
ま
し
た
か
。

バ
ル
マ
ク

『
乱
』を
は
じ
め『
白
痴
』、

『
生
き
る
』、『
七
人
の
侍
』な
ど
な
ど

で
す
。

井
上

黒
澤
監
督
に
は
実
際
に
会
っ

た
こ
と
は
お
あ
り
で
す
か
。

バ
ル
マ
ク

黒
澤
監
督
に
は
直
接
会

っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
彼
の
作

品
を
観
て
い
る
と
私
の
前
に
黒
澤
監

督
が
い
て
、
彼
が
私
に
語
り
か
け
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
彼
の
思
想

や
感
性
が
私
の
肌
に
じ
か
に
伝
わ
っ

て
来
る
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
私
は

彼
に
直
接
会
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
彼

の
作
品
を
通
し
て
彼
を
理
解
し
て
い

る
と
言
う
意
味
で
、
ま
た
一
個
の
人

間
と
し
て
彼
と
対
話
を
し
て
い
た
と

い
う
意
味
で
、「
黒
澤
監
督
と
は
会
っ

た
こ
と
が
あ
る
」
と
言
え
る
と
思
い

ま
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
と

こ
ろ
が
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
も
つ

パ
ワ
ー
の
凄
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

ア
フ
ガ
ン
映
画
を

と
り
ま
く
困
難

井
上

バ
ル
マ
ク
さ
ん
は
、『
ア
フ
ガ
ン

零
年
〜
O
S
A
M
A
〜
』で
、
カ
ン
ヌ

映
画
祭
新
人
監
督
賞
な
ど
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
ね
。
御
苦
労
が
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
で
の
映
画
制
作
の
諸
問
題
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
下
さ
い
。

バ
ル
マ
ク

ま
ず
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
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　監督インタビュー 
　天理大学教授、地域文化研究センター長 

映画制作と 映画制作と  

井上　昭夫 （いのうえ　あきお）

1936年生まれ。天理高校、ハワイ大学卒業。おやさと研
究所長。国連UNITAR広島誘致に尽力、同フェローとし
て国際会議の企画やPKOに向けて再三カブールを訪れ
ている。著書に『世界宗教への道－異文化伝道入門』
『こころの進化』など。



3

23
年
間
も
続
い
た
戦
争
が
も
た
ら
し

た
社
会
的
、
心
理
的
な
後
遺
症
で
す
。

ソ
連
時
代
の
全
体
主
義
政
権
下
で
の

徹
底
し
た
検
閲
が
映
画
制
作
者
に
与

え
た
影
響
は
見
の
が
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
映
画
や
音
楽
を
徹

底
的
に
排
除
し
た
タ
リ
バ
ン
の
時
代

に
は
、
私
も
パ
キ
ス
タ
ン
で
難
民
生
活

を
体
験
し
て
い
ま
す
。
こ
の
長
い
戦
争

の
後
遺
症
が
、
厳
然
と
し
て
今
も
社

会
の
底
辺
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
と
い
う
の
が
第
一
の
問
題
で

す
。テ

レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
言
論
・
報
道

の
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
る
現
在
も
、

過
去
の
影
響
は
根
強
く
残
っ
て
い
ま

す
。
簡
単
に
は
元
に
戻
せ
な
い
で
し
ょ

う
。
特
に
女
性
の
問
題
に
関
し
て
は
、

映
画
や
音
楽
・
芸
術
分
野
に
お
い
て
、

伝
統
的
な
も
の
は
保
存
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
傾
向
が
強
い
で
す
か
ら
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
ソ
連
の
侵
攻

は
ア
フ
ガ
ン
の
伝
統
を
全
く
ナ
ン
セ
ン

ス
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
否
定
し
ま
し
た
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
が
保
守
的
な
伝
統
の

世
界
か
ら
精
神
的
に
な
か
な
か
抜
け

だ
せ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
過
去
の
全
体

主
義
に
対
す
る
根
深
い
抵
抗
と
し
て

残
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
点
が
映

画
制
作
者
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
で

す
。
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
固
い
意

志
は
、
自
由
な
世
界
へ
羽
ば
た
こ
う

と
い
う
動
き
を
抑
制
し
ま
す
。

第
二
の
問
題
と
し
て
、
特
に
タ
リ

バ
ン
政
権
に
よ
っ
て
映
画
の
制
作
に
必

要
な
機
器
類
や
技
術
が
失
わ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
内
戦
に
よ
っ
て

映
画
に
欠
か
せ
な
い
有
能
な
技
術

者
、
俳
優
と
い
っ
た
人
的
財
源
も
国
外

に
避
難
し
て
し
ま
い
、
映
画
に
求
め

ら
れ
る
新
し
い
人
材
の
育
成
も
こ
れ

か
ら
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
政
府
か
ら
の

経
済
的
支
援
は
期
待
で
き
る
よ
う
な

状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
私
た
ち
が
自
力
で
映
画
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
を
育
て
る
こ
と
は
不
可

能
で
す
。

第
三
の
問
題
と
し
て
は
、
現
在
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
上
映
さ
れ
て
い
る
映

画
と
観
客
の
質
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
ス
タ
イ
ル

の
イ
ン
ド
映
画
、
つ
ま
り
争
い
や
ホ
ラ

ー
も
の
に
音
楽
を
つ
け
た
イ
ン
ド
映

画
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
観
客
は
こ
の

よ
う
な
商
業
映
画
を
映
画
そ
の
も
の

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
知
的
で

芸
術
性
豊
か
な
、
質
の
良
い
作
品
を

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
自
身
の
手
で
作

り
、
商
業
主
義
や
単
な
る
娯
楽
を
超

え
た
観
客
の
質
の
向
上
を
目
指
す
こ

と
も
、
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
大
き

な
課
題
で
す
。

第
四
の
問
題
と
し
て
は
、
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
で
は
映
画
館
の
数
が
圧
倒
的

に
少
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
長
い
戦
乱
に
よ
っ
て
映
画

館
や
劇
場
が
壊
滅
状
態
に
な
っ
た
か

ら
で
す
が
、
カ
ブ
ー
ル
市
と
そ
の
周
辺

の
地
域
を
含
め
て
も
映
画
館
は
た
っ

た
の
8
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
人
口

2
5
0
0
万
人
に
8
映
画
館
で
は
、

新
し
い
層
の
観
客
を
期
待
す
る
の
は

な
か
な
か
難
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
。

日
本
と
の
共
同
作
業

へ
の
期
待

井
上

『
ア
フ
ガ
ン
零
年
』は
N
H
K

と
の
共
同
制
作
で
す
が
、
日
本
と
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
映
画
共
同
制
作
の
意

義
に
つ
い
て
御
意
見
を
お
聞
か
せ
下

さ
い
。

バ
ル
マ
ク

日
本
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

は
1
5
0
0
年
前
か
ら
歴
史
的
に
繋

が
っ
て
い
る
関
係
に
あ
り
ま
す
。
仏
教

は
イ
ン
ド
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
来

て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
中
国
大
陸
を

通
り
日
本
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。
つ

ま
り
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
し
て
両
国

は
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
両
国
は
い

ま
で
も
き
わ
め
て
友
好
的
な
関
係
に

あ
り
ま
す
。

昨
年
、
日
本
の
大
澤
豊
監
督
と『
ア

イ
・
ラ
ブ
・
ピ
ー
ス
』と
い
う
映
画
を
共

同
制
作
し
ま
し
た
。
こ
の
映
画
に
は

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
俳
優
も
出
演
し
て

い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
映
画
制
作
へ
の

共
同
作
業
は
両
国
の
友
好
に
と
っ
て

グ
ッ
ド
・
サ
イ
ン
と
言
う
べ
き
で
し
ょ

う
。私

は
歴
史
物
で
は
な
く
現
在
の
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
題
材
と
し
た
映
画
を

共
に
作
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
日

本
も
含
め
、
国
際
社
会
は
ア
フ
ガ
ン

復
興
の
た
め
に
様
々
な
分
野
で
援
助

を
し
て
く
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
映

画
制
作
と
い
う
部
門
も
加
え
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
映
像
の
あ
た
え
る

力
は
、
特
に
識
字
率
の
低
い
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
人
に
と
っ
て
は
、
多
民
族
が
お

互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
を
尊
重
し

あ
い
な
が
ら
平
和
に
共
存
す
る
情
操

教
育
に
と
っ
て
も
大
い
な
る
影
響
力

を
持
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

共
同
作
業
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
創
造
へ

バ
ル
マ
ク

日
本
の
N
G
O
の
方
々

が
ア
フ
ガ
ン
難
民
の
ス
ト
リ
ー
ト
・
チ

ル
ド
レ
ン
へ
の
援
助
活
動
を
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
は
よ
く
存
じ
て
い
ま
す
。
ま

た
井
上
教
授
が
孤
児
た
ち
が
通
う
A

S
C
H
I
A
N
A
学
校
と
交
流
し
て

お
ら
れ
る
こ
と
や
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

に
竹
林
を
造
成
し
よ
う
と
し
て
カ
ブ

ー
ル
大
学
と
共
同
研
究
を
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
活
動
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
映

画
は
非
常
に
意
義
の
あ
る
も
の
に
な

る
と
考
え
ま
す
。

つ
ま
り
、ア
フ
ガ
ン
の
風
土
と
歴
史
、

そ
し
て
現
在
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
人
た

ち
が
抱
え
込
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

苦
し
み
や
悲
し
み
の
中
か
ら
、
如
何

に
し
て
若
い
人
達
が
勇
気
と
将
来
に

希
望
を
見
出
せ
る
か
と
い
っ
た
、
現
代

世
界
に
共
通
す
る
問
題
を
テ
ー
マ
に

し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
。
そ

れ
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
要
素
を
加
味
し

た
よ
う
な
思
想
的
作
品
の
創
造
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
両
国
の
共
同
作

業
が
理
想
的
で
し
ょ
う
。（
次
項
へ
続
く
）

セディク・バルマク　　
聞き手：井上昭夫　

映画制作と 映画制作と 映画制作と 

セディク・バルマク
1962年アフガニスタン生まれ。モスクワの全ソ国立映画
大学で映画制作を学ぶ。2003年カンヌ映画祭で、初の
長編映画「アフガン零年～OSAMA～」が新人監督に
与えられる「カメラ・ドール特別賞」など三賞を受賞し、脚
光を浴びる。



ア
フ
リ
カ
の
陽ひ

と
火

い
ま
だ
に
そ
の
と
き
の
お
土
産
が
顔
に
残
っ
て
い

る
。
T
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
る
と
、
腕
に
針
を
さ
さ
れ

た
よ
う
な
痛
み
を
覚
え
た
。
午
前
中
外
出
し
た
ら
、

昼
食
後
、
夕
方
ま
で
昼
寝
を
し
な
い
と
、
体
が
も

た
な
い
。
子
ど
も
の
頃
の
夏
休
み
、
朝
か
ら
学
校
の

プ
ー
ル
に
行
っ
た
後
、
睡
魔
に
襲
わ
れ
て
昼
寝
を
す

る
の
と
同
じ
で
あ
る
。「
ア
フ
リ
カ
人
は
日
本
人
と

同
じ
よ
う
に
長
時
間
働
か
な
い
」
と
言
い
、
ス
ト
レ

ス
を
溜
め
込
む
現
地
の
日
本
人
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
話

を
き
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
自
然
の
摂
理
に
し
た
が

っ
て
い
る
だ
け
で
、
別
に
な
ま
け
も
の
と
は
思
わ
な

い
。
日
本
と
は
気
候
が
違
う
の
で
あ
る
。

昼
間
は「
陽ひ

」の
世
界
で
あ
る
が
、
夜
は「
火
」の

世
界
と
な
る
。
2
年
前
に
行
っ
た
ガ
リ
ッ
サ
で
の
こ

と
。
昼
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
夜
は
涼
し
い
。
ラ
ン
プ

を
燈
し
、
日
本
で
は
絶
対
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

満
天
の
星
空
を
見
な
が
ら
、
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
る

と
、
最
高
の
気
分
に
な
る（
現
地
の
人
は
ム
ス
リ
ム

な
の
で
飲
ま
な
い
）。マ
ラ
リ
ア
蚊
さ
え
い
な
け
れ
ば
、

ど
れ
ほ
ど
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
こ
と
か
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
の
人
々
に
と
っ
て
、マ
ラ
リ
ア
は
必
ず
か
か
る
病

気
で
あ
る
か
ら
、
虫
除
け
ク
リ
ー
ム
を
塗
り
た
く

り
、
蚊
取
り
線
香
を
手
放
さ
な
い
私
の
姿
は
、
滑
稽

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
小
学
校
低
学
年

の
息
子
を
親
の
都
合
で
同
行
さ
せ
た
以
上
、マ
ラ
リ

ア
フ
リ
カ
の
陽
射
し
は
強
い
。
は
じ
め
て
ケ
ニ
ア

に
行
っ
た
と
き
、
日
本
で
買
っ
た
日
焼
け
止
め
は
ほ

と
ん
ど
効
き
目
が
な
か
っ
た
。
10
年
以
上
た
っ
て
も
、

は
、
生
の
火
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
ガ
ラ
ス
の
玉
に

封
じ
込
め
ら
れ
た
さ
さ
や
か
な
火
で
あ
る
。
人
間

の
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
荒
ぶ
る
神
の
よ
う

な
大
地
震
を
味
わ
っ
た
後
に
は
、
完
全
に
馴
致
さ

れ
た
火
が
む
し
ろ
似
合
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

華
麗
な
光
の
群
れ
が
鎮
め
の
火
と
し
て
の
役
割
も

果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

激
し
い
炎
で
も
小
さ
な
火
で
も
、
火
は
人
の
心

奥
深
く
に
自
然
と
入
り
込
ん
で
作
用
を
及
ぼ
す
神

秘
な
力
を
具
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

る
の
か
、
特
定
し
よ
う
と
す
る
と
定
ま
り
が
つ
い
て

い
な
い
。
あ
る
説
で
は
、
福
島
県
須
賀
川
市
の「
松

明
あ
か
し
」
と
、
石
川
県
能
登
島
町
の「
向
田
の
火

祭
り
」
と
京
都
府
鞍
馬
の「
お
松
明
」
を
指
す
、
と

あ
り
、
別
の
説
で
は
、「
松
明
あ
か
し
」と「
お
松
明
」

は
同
じ
で
も
、
も
う
一
つ
は
長
野
県
野
沢
温
泉
村

の「
道
祖
神
祭
り
」で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

和
歌
山
県
の「
那
智
の
火
祭
り
」
も
日
本
三
大
火
祭

り
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
ど
れ
も
い
ず

れ
劣
ら
ぬ
壮
観
な
炎
が
蠢
き
闇
夜
を
照
ら
す（
実

際
は
、
私
も
映
像
や
写
真
で
し
か
見
た
こ
と
は
な

い
で
す
が
）。
こ
の
よ
う
な
、
漆
黒
の
自
然
を
背
景

に
常
時
乱
舞
し
て
定
型
を
持
た
な
い
炎
の
美
は
、

人
間
の
支
配
下
に
治
ま
ら
な
い
、い
わ
ば
野
生
の
美

を
感
じ
さ
せ
る
。
日
常
の
秩
序
に
縛
ら
れ
て
小
さ

く
な
っ
て
い
る
人
間
の
魂
の
奥
底
で
眠
っ
て
い
る
、
本

来
の
た
く
ま
し
い
、
野
生
の
生
命
力
を
呼
び
覚
ま

し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
だ
。
無
秩
序
の
火
に
は
力

強
い
喚
起
力
、
覚
醒
力
が
備
わ
っ
て
い
る
。

私
事
で
恐
縮
な
が
ら
、
私
は
年
を
締
め
く
く
る

た
め
の
私
的
行
事
と
し
て
、
震
災
か
ら
の
復
興
を

勇
気
づ
け
る
、
神
戸
の
ル
ミ
ナ
リ
エ
に
毎
年
出
か
け

て
ゆ
き
、
幾
何
学
的
に
秩
序
立
て
ら
れ
た
壮
麗
な

数
十
万
個
の
光
の
下
を
く
ぐ
り
な
が
ら
、
静
か
な

心
に
な
れ
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
光

4

日
本
の
人
達
も
ア
フ
ガ
ン
難
民
の

た
め
に
い
ろ
い
ろ
救
援
活
動
を
し
て

頂
い
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
ま
す
が
、

イ
ラ
ン
の
モ
フ
セ
ン
・
マ
フ
マ
ル
バ
フ

監
督
は
、
イ
ラ
ン
の
ア
フ
ガ
ン
難
民

の
子
供
達
の
た
め
に
N
G
O
を
立
ち

上
げ
、
幅
広
く
人
道
教
育
支
援
を
行

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
活
動
の
経
験
の

中
か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
映
画
制
作

へ
の
独
自
で
な
お
か
つ
普
遍
的
な
テ

ー
マ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
思

い
ま
す
。

井
上

最
後
に
、
私
た
ち
が
制
作
し

よ
う
と
考
え
て
い
る
「
ミ
ル
ク
」
と
い

う
映
画
作
品
の
シ
ナ
リ
オ
を
読
ん
で

頂
い
た
と
思
い
ま
す
が
…

バ
ル
マ
ク

読
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

是
非
協
力
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
共
同
作
業
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

の
新
し
い
世
代
の
フ
ィ
ル
ム
制
作
者
ヘ

の
励
ま
し
に
な
る
と
信
じ
る
か
ら
で

す
。
今
ま
で
と
は
異
な
っ
た
ジ
ャ
ン
ル

を
通
し
て
の
新
し
い
映
画
観
客
の
獲

得
と
育
成
は
、
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
に
と
っ
て
は
最
も
大
切
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は「
十
分
に

あ
な
た
方
の
お
役
に
立
ち
た
い
」
と

申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

井
上

バ
ル
マ
ク
さ
ん
は
日
本
に
来

ら
れ
る
予
定
は
お
あ
り
で
す
か
。

バ
ル
マ
ク

は
い
。
11
月
2
日
と
12

月
の
初
旬
に
行
く
予
定
で
す
。

井
上
　
日
程
に
御
都
合
が
つ
け
ば
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
点
に
位
置
す

る
我
が
天
理
大
学
に
も
足
を
延
ば
し

て
く
だ
さ
い
。
心
か
ら
歓
迎
致
し
ま

す
。
御
多
忙
の
と
こ
ろ
お
時
間
を
頂

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

荒
ぶ
る
火
の
美
、

馴
致
さ
れ
た
火
の
美

「
運
転
免
許
証
は
持
っ
て
な
く
て
も
火
の
車
だ
け

は
う
ま
く
乗
り
こ
な
し
て
き
た
」
と
豪
語
す
る
知

人
が
い
る
。
あ
や
か
り
た
い
も
の
で
す
が
、
こ
の「
火

の
車
」
と
は
本
来
「
地
獄
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
火
の

つ
い
た
車
」の
こ
と
で
、
罪
あ
る
死
者
が
地
獄
に
送

ら
れ
て
ゆ
く
車
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
火
に
は
悪

を
退
治
す
る
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
一
側
面
が

あ
り
、
日
本
古
来
の
勇
壮
な
火
祭
り
な
ど
を
見
て

も
、
火
の
粉
に
あ
た
る
こ
と
で
無
病
息
災
が
得
ら

れ
る
な
ど
の
効
能
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
。

「
日
本
三
大
…
」
と
い
う
表
現
が
好
き
な
日
本
で

は
、「
日
本
三
大
火
祭
り
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
そ

う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
三
つ
と
は
ど
の
祭
り
で
あ

荒
ぶ
る
火
の
美
、

馴
致
さ
れ
た
火
の
美

1957年生まれ。
地文研専任研究員。
都市人類学、経営人類学専攻。
共同研究プロジェクト「宗教のグローバル
化」と「グローバル化の中の宗教」を担当。

住 原
則 也

すみはらのりや

ア
フ
リ
カ
の
陽ひ

と
火

1963年生まれ。
地文研専任研究員。
比較政治学、アフリカ地域研究専攻。
共同研究プロジェクト「アフリカの解放闘
争-生きるルーツを求めて-」を担当。

戸 田
真紀子
とだまきこ
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生
命
の
内
な
る
火

生
命
の
内
な
る
火1962年生まれ。

地文研専任研究員。
文化人類学、哲学、映画研究専攻。
共同研究プロジェクト「映像と現実」を担
当。

箭 内
匡

やないただし

火、日、陽 

う
に
、
そ
の
家
の
住
人
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
か
、
あ

る
い
は
、
引
っ
越
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
だ
。

南
米
と
い
っ
て
も
、マ
プ
ー
チ
ェ
が
住
ん
で
い
る
チ

リ
南
部
で
は
、
冬
は
長
く
、
寒
い
。
文
化
人
類
学
の

調
査
の
た
め
、
彼
ら
の
と
こ
ろ
で
自
然
と
じ
か
に
接

し
な
が
ら
長
期
間
暮
ら
し
て
い
た
と
き
、
火
や
太

陽（
こ
れ
は
巨
大
な
火
の
玉
だ
）の
恩
恵
を
身
を
も

っ
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
太
陽
や
火
か
ら
の
熱
の

供
給
が
な
け
れ
ば
、
体
は
冷
え
、
死
ぬ
。
電
気
や
ガ

ス
や
石
油
を
容
易
に
手
に
入
れ
、
自
由
自
在
に
利

用
す
る
生
活
の
中
で
、
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
を
、

我
々
は
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
石
油
や
ガ
ス
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
せ
よ
、
地
球
が
太
陽
か
ら
遠
い
昔
に
受

け
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
蓄
積
さ
れ
た
も
の
だ
し
、
私
た

ち
が
炭
水
化
物
や
脂
肪
を
摂
取
す
る
こ
と
で
体
内

に
取
り
入
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
地
球
が
太
陽
か

ら
受
け
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
植
物
や
動
物
に
内
包
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、い
う
な
れ
ば
太
陽

か
ら
受
け
取
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
体
の
中
で
燃
や
し

続
け
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
マ
プ
ー
チ

ェ
の
家
の
よ
う
に
、
内
な
る
火
が
消
え
た
と
き
、
冷

た
く
な
る
の
だ
。

生
命
と
い
う
も
の
の
偉
大
さ
は
、
哲
学
者
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
か
つ
て
考
え
て
い
た
よ
う
に（
そ
し
て
昨
年

亡
く
な
っ
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
化
学
者
の
プ
リ
ゴ
ジ
ン
が
そ

れ
を
科
学
的
に
裏
付
け
た
よ
う
に
）、
外
界
か
ら
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
取
り
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
と

に
様
々
な
物
質
を
出
し
入
れ
し
な
が
ら
、
驚
く
べ

き
創
造
性
を
も
っ
て
多
様
な
形
を
生
み
出
し
て
き

た
こ
と
に
あ
る
。
生
物
の
き
わ
め
て
多
様
な
進
化

も
、
人
類
の
き
わ
め
て
多
様
な
文
化
も
、
学
問
や

芸
術
の
驚
く
べ
き
発
展
も
、
最
終
的
に
は
、
生
命
が

太
陽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
直
接
、
間
接
に
受
け
取
り
つ

つ
、「
内
な
る
火
」
を
燃
や
す
中
で
生
ま
れ
て
き
た

南
米
の
先
住
民
マ
プ
ー
チ
ェ
の
人
た
ち
は
、か
つ
て
、

か
ま
ど
の
火
が
つ
ね
に
消
え
な
い
よ
う
に
し
て
お
く

習
慣
を
持
っ
て
い
た
。
家
か
ら
一
筋
の
煙
が
上
が
っ

て
い
れ
ば
、
そ
の
家
に
は
誰
か
が
住
ん
で
い
る
。
家

が
冷
た
け
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
体
が
冷
た
く
な
る
よ

ア
原
虫
を
体
内
に
飼
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

実
際
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
マ
ラ
リ
ア
で
命
を
失

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
虫
除
け
ク
リ
ー
ム
や
蚊
取
り

線
香
、
蚊
帳
を
買
う
余
裕
が
な
い
た
め
、
子
ど
も

を
死
な
せ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
、
ア
フ
リ
カ
の
農
村

部
の
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
人
々
は
、
夜
、
外

に
出
る
。
道
路
脇
に
立
ち
並
ぶ
家
（々
レ
ン
ガ
造
り

の
家
は
想
像
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
）の
前
に
ラ
ン

プ
が
お
か
れ
、
雑
談
を
し
て
い
る
人
々
の
姿
を
炎
が

ぼ
ぉ
っ
と
う
つ
し
て
い
る
光
景
が
幻
想
的
だ
っ
た
。

電
柱
は
た
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
屋
内
に
引
き
込

む
費
用
が
負
担
で
き
ず
、
人
々
は
電
気
の
な
い「
陽ひ

」

と「
火
」に
頼
っ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
高
度
成
長

期
に
ま
ち
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
の
を
み
な
が

ら
幼
少
期
を
過
ご
し
た
日
本
人
と
し
て
、
電
気
の

あ
る
便
利
さ
と
、
電
気
に
よ
っ
て
失
っ
た
も
の（
例

え
ば
、
囲
炉
裏
端
で
お
祖
母
さ
ん
か
ら
き
く
昔
話
）

の
大
き
さ
を
つ
い
考
え
込
ん
で
し
ま
う
。

も
の
で
あ
る
。
我
々
の
存
在
、
我
々
の
文
化
の
す
べ

て
は
、
外
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
そ
し
て
何
よ
り
も
太

陽
と
、つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。

マ
プ
ー
チ
ェ
の
人
た
ち
は
、
願
い
事
を
す
る
時
は
、

朝
日
に
向
か
っ
て
小
麦
酒
を
捧
げ
な
が
ら
お
祈
り

を
す
る
。
彼
ら
は
、
便
利
な
も
の
に
取
り
囲
ま
れ

た
私
た
ち
よ
り
も
は
る
か
に
、
生
命
の
内
な
る
火

が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

台
湾
は
亜
熱
帯
の
島
で
あ
る
。
私
は
一
昨
年
の

夏
、
東
部
の
花
蓮
市
に
三
ヵ
月
、
天
理
大
学
の
在

外
研
究
で
、
慈
済
基
金
会
と
い
う
仏
教
系
財
団
法

人
の
調
査
の
た
め
に
滞
在
し
て
い
た
。
同
会
の
本
部

の
あ
る
花
蓮
市
に
は
総
合
病
院
や
幼
稚
園
か
ら
大

学
院
ま
で
の
総
合
学
園
が
あ
る
。
私
は
、
こ
の
病
院

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
り
、
同
会
の
さ
ま
ざ
ま
な

会
合
や
活
動
に
同
行
し
た
り
し
て
、「
参
与
観
察
」

を
し
つ
つ
調
査
を
し
て
い
た
。

私
は
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
し
て
も
ら
っ
て
町
中
の
ホ

テ
ル
に
住
ん
で
い
た
が
、
自
転
車
を
借
り
て
慈
済
病

院
ま
で
往
復
4
キ
ロ
の
道
を
毎
日
の
よ
う
に
往
復

し
た
。
直
射
日
光
が
眩
し
く
、
う
だ
る
よ
う
な
暑

気
の
中
、
汗
を
流
し
な
が
ら
通
う
の
は
大
変
だ
っ
た

が
、
町
中
の
風
景
や
人
々
の
様
子
を
観
察
す
る
の

は
楽
し
か
っ
た
。
時
に
は
花
蓮
市
内
を
散
歩
し
た

り
、
自
転
車
で
す
こ
し
遠
出
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

か
つ
て
こ
の
町
が
花
蓮
港
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
、

町
の
住
民
の
六
割
は
日
本
人
で
あ
っ
た
。
当
時
は
こ

こ
は「
日
本
」で
あ
っ
た
。
町
の
あ
ち
こ
ち
に
は
、
ま

だ
戦
前
の
日
本
家
屋
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
幾
つ
か

は
改
装
さ
れ
て
瀟
洒
な
喫
茶
店
や
日
本
料
理
店
に

な
っ
て
い
る
。
私
は
暑
い
日
の
昼
下
が
り
な
ど
、
そ

う
し
た
喫
茶
店
で
一
服
す
る
の
を
習
慣
に
し
て
い

た
。
そ
ん
な
店
で
、
客
の
少
な
い
時
間
、
静
か
に
コ

ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
と
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
日

本
人
の
生
活
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
ふ
と

想
像
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
も
は
や
こ
こ
は「
日
本
」で
は
な
い
。

一
部
の
年
配
の
人
を
除
い
て
日
本
語
も
通
じ
な
い
。

日
本
人
が
い
た
と
い
う
痕
跡
だ
け
が
残
っ
て
い
る
町

を
、
今
自
分
は
歩
い
て
い
る
の
だ
。

あ
る
日
、
散
歩
の
途
中
で
、
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
鬱
蒼

た
る
木
々
に
囲
ま
れ
廃
屋
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
日

本
家
屋
を
見
つ
け
た
。
そ
れ
は
、
時
代
か
ら
忘
れ

ら
れ
た
よ
う
な
も
の
淋
し
い
印
象
を
与
え
た
。
夕

暮
れ
が
せ
ま
っ
て
き
た
の
で
、
私
は
港
の
ほ
う
に
涼

み
に
行
き
、
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
東
に
広
が
る
海
を
眺

め
た
り
し
て
、
感
慨
に
耽
っ
た
。
か
つ
て
こ
こ
に
居

た
日
本
人
た
ち
も
ま
た
、
海
の
彼
方
に
あ
る
内
地

に
思
い
を
馳
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

一
日
照
り
つ
け
た
太
陽
が
西
方
の
中
央
山
脈
の

彼
方
に
沈
む
頃
、
私
も
帰
途
に
つ
き
、
例
の「
廃
屋
」

の
前
を
通
り
か
か
っ
た
。
驚
い
た
こ
と
に
は
、
そ
こ

は
今
、
夕
闇
の
中
に
あ
っ
て
色
と
り
ど
り
の
電
球
が

灯
り
、
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
建

物
の
中
か
ら
賑
や
か
な
歓
声
や
音
楽
も
聞
こ
え
て

く
る
よ
う
な
気
す
ら
し
た
。
私
は
、
幻
灯
を
見
て

い
る
よ
う
な
不
思
議
な
気
持
ち
で
、い
つ
ま
で
も
そ

の
光
景
を
眺
め
て
い
た
の
だ
っ
た
。

花
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幻
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人
間
工
学
が
も
つ
思
想
性
に

触
れ
て
あ
つ
く
燃
え
た
話

「
火
の
精
霊
」
サ
ラ
マ
ン
ド
ラ

6

ル
ペ
ン
の
ド
ク
タ
ー
グ
リ
ッ
プ
や
腰
に
優
し
い
エ
ル
ゴ

チ
ェ
ア
ー
な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
た
日
本
商
品
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
人
間
の
心
身
機

能
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
に
工
学
的
技
術
を
応
用
し

て
、
道
具
や
生
活
環
境
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
あ

る
。
バ
リ
ア
ー
フ
リ
ー
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
も

人
間
工
学
的
な
手
法
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

人
間
工
学
を
技
術
的
手
法
と
し
て
活
用
場
面
や

商
品
は
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
人
間
の
権

利
に
か
か
わ
る
思
想
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

か
さ
れ
た
の
も
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
含
む
北
欧
、
E
U

加
盟
の
国
を
訪
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。

歩
行
者
に
優
し
い
交
差
点
。
わ
が
国
で
も
、
歩

道
と
車
道
の
段
差
を
な
く
す
た
め
、
傾
斜
を
つ
け

る
な
ど
の
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

歩
道
と
車
道
も
、
日
本
と
同
様
、
区
別
と
安
全
の

た
め
に
段
差
が
あ
る
。
し
か
し
、
異
な
る
の
は
、
そ

の
車
道
が
交
差
点
に
近
づ
く
と
、
歩
道
の
高
さ
に

あ
わ
せ
て「
こ
ぶ
」の
よ
う
に
盛
り
あ
が
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
所
が
あ
た
り
ま
え
の
よ

う
に
数
多
く
み
ら
れ
て
い
た
。
交
差
点
を
歩
行
者

が
横
断
す
る
場
合
、
車
道
面
が
歩
道
面
に
あ
わ
さ

れ
て
い
る
た
め
、
歩
行
面
は
傾
斜
が
な
い
ば
か
り
か
、

水
平
面
の
ま
ま
横
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
ス
ー
ツ
ケ

ー
ス
を
押
す
私
も
何
の
苦
労
も
な
く
移
動
が
で
き

た
。
も
ち
ろ
ん
、
老
人
や
車
い
す
を
利
用
す
る
人

や
バ
ギ
ー
カ
ー
を
押
す
女
性
達
も
同
様
で
あ
る
。

横
断
面
に
車
道
の
高
さ
を
あ
わ
せ
る
た
め
に
は
、

道
路
に
凸
面
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
が
ミ
ソ

で
、
そ
の
た
め
に
走
行
中
の
車
両
は
、
座
席
へ
の
衝

撃
や
車
の
傷
み
な
ど
を
考
慮
し
て
、
否
が
応
で
も

ス
ピ
ー
ド
を
落
と
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
方
式
は
バ
リ
ア
ー
を
な
く
す
だ
け
で
な
く
、
車
道

の「
こ
ぶ
」の
た
め
に
運
転
手
は
歩
行
者
の
安
全
確

保
の
行
動
を
必
然
的
に
と
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
夏
は
透
き
と
お
る
よ
う
な
青
空

と
厳
し
い
日
差
し
、
冬
は
凍
て
つ
く
よ
う
な
空
気

と
薄
暗
い
空
。
9
月
か
ら
は
長
い
冬
に
は
い
る
。
薄

暗
く
ど
ん
よ
り
し
た
冬
支
度
の
季
節
か
ら
、
港
や

湖
の
氷
結
も
ゆ
る
み
は
じ
め
、
や
っ
と
春
ら
し
く
な

ろ
う
と
す
る
4
月
ま
で
の
日
が
短
い
長
い
期
間
、
街

角
、
飲
食
店
の
各
テ
ー
ブ
ル
や
各
住
宅
の
玄
関
口
に

は
、
様
々
な
か
た
ち
大
き
さ
の
キ
ャ
ン
ド
ル
が
、

様
々
な
キ
ャ
ン
ド
ル
グ
ラ
ス
の
な
か
で
暖
か
い
雰
囲

気
と
ま
わ
り
に
陽
を
も
た
ら
す
炎
が
も
え
続
け

る
。
こ
れ
ま
で
学
会
等
の
機
会
に
、
季
節
を
か
え

て
何
回
か
訪
問
し
た
際
の
印
象
で
あ
る
。

こ
の
国
は
社
会
福
祉
が
充
実
し
て
い
る
国
々
の

一
つ
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
寒
さ
の
な
か

で
駅
の
地
下
街
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
片
手
に
も
っ

た
老
若
男
女
の
路
上
生
活
者
も
少
な
く
な
い
。

ウ
オ
ッ
カ
は
ひ
え
た
心
と
身
体
を
内
部
か
ら
火

の
ご
と
く
燃
え
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
。
た
だ
一

時
的
で
あ
る
が
…
。

私
は
、
労
働
科
学
を
研
究
領
域
と
し
て
お
り
、

人
間
工
学
的
な
考
え
方
と
手
法
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

に
学
ぶ
も
の
が
多
い
。
人
間
工
学
、エ
ル
ゴ
ノ
ミ
ク
ス

と
し
て
日
本
語
化
し
て
お
り
、
肩
が
こ
ら
な
い
ボ
ー

日
本
に
は
19
種
類
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
が
分
布
す

る
。
狭
い
国
土
に
こ
れ
だ
け
多
く
の
種
類
が
分
布

す
る
の
は
世
界
で
は
珍
し
く
、
そ
の
密
度
は
世
界

で
最
も
高
い
。
し
か
も
、
す
べ
て
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ

は
魚
の
よ
う
に
メ
ス
が
水
中
で
産
卵
を
始
め
る
と
、

直
後
に
オ
ス
が
卵
に
精
子
を
か
け
て
受
精
さ
せ
る
、

い
わ
ゆ
る「
体
外
受
精
」の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
最
も
有

名
な
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
に
し
て
も
、
私
が
研
究

を
続
け
て
い
る
北
海
道
の
小
型
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
に

し
て
も
、
み
な
同
じ
タ
イ
プ
で
あ
る
。
し
か
し
、
同

じ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
で
も
、
世
界
に
広
く
分
布
す
る

サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
89
％
は
、
イ
モ
リ
と
同
じ
よ
う

に
精
子
を
メ
ス
の
体
内
に
取
り
込
ん
で
受
精
さ
せ

る
、い
わ
ゆ
る「
体
内
受
精
」の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ

の
タ
イ
プ
は
進
化
的
に
よ
り
進
ん
だ
繁
殖
様
式
を

も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
進
化

そ
の
設
計
思
想
に
人
間
中
心
の
社
会
を
つ
く
る
と

い
う
強
い
意
志
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

こ
と
も
刺
激
と
な
り
、
人
間
工
学
を
応
用
的
な
技

術
的
手
法
に
限
局
し
な
い
で
、
生
活
者
や
就
労
者

の
健
康
性
、
安
全
性
と
快
適
性
を
享
受
で
き
る
権

利
を
確
保
す
る
思
想
を
道
具
と
す
る
仕
事
と
し
て

展
開
す
る
こ
と
に
改
め
て
燃
え
は
じ
め
て
い
る
。

的
に
最
も
下
等
な
両
生
類
の
グ
ル
ー
プ
が
、
こ
の
狭

い
日
本
に
高
密
度
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
こ
と
を
英
語
で「
サ
ラ
マ
ン
ダ

ー
」
と
い
い
、
イ
モ
リ
は「
ニ
ュ
ー
ト
」で
あ
る
。
し
か

し
欧
州
で
は
陸
棲
イ
モ
リ
を「
サ
ラ
マ
ン
ダ
ー
」、
水

棲
イ
モ
リ
を「
ニ
ュ
ー
ト
」
と
呼
び
分
け
て
い
る
。
そ

れ
は
、
欧
州
に
は
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
が
分
布
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
実
は
そ
の
こ
と
が
、
日
本
で
ち
ょ
っ

と
し
た
混
乱
を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
サ
ラ
マ
ン
ダ
ー
」
と
同
義
的
に
用
い
ら
れ
る
言

葉
に「
サ
ラ
マ
ン
ド
ラ
」が
あ
る
。
16
世
紀
、
欧
州
の

錬
金
術
師
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
は『
妖
精
の
書
』を
著
し
た

と
き
、
四
大
元
素
の
一
つ
、「
火
」を
司
る
精
霊
と
し

て「
サ
ラ
マ
ン
ド
ラ
」
と
い
う
動
物
を
位
置
づ
け
た
。

燃
え
さ
か
る
炎
の
中
に
放
り
込
ま
れ
て
も
死
ぬ
こ

と
な
く
、
た
く
ま
し
く
生
き
続
け
る
聖
な
る
生
き

物
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
そ
の
姿
は
ト
カ
ゲ
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
。
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
と
は
全
く
異
な

る
動
物
で
あ
る
。
そ
し
て
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
意
味

は
、
燃
え
滾
る
よ
う
な
篤
い
信
仰
心
を
持
っ
た
キ
リ

ス
ト
教
信
者
や
、
中
世
の
社
会
で
は
正
義
感
に
も

え
る
勇
者
の
象
徴
に
な
っ
た
り
し
た
。

私
は
北
海
道
に
分
布
す
る
小
型
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ

オ
の
生
態
研
究
を
始
め
て
20
年
に
な
る
。
錬
金
術

師
で
も
な
け
れ
ば
勇
者
で
も
な
い
。
ま
し
て
信
仰

の
篤
い
人
間
で
も
な
け
れ
ば
聖
な
る
人
間
で
も
な

い
。
単
な
る
一
庶
民
で
あ
り
、「
サ
ラ
マ
ン
ダ
ー
」
を

研
究
す
る
一
学
者
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
私
が

強
い
関
心
を
抱
く
の
は
、「
火
」
を
司
る
精
霊
で
は

な
く
、「
日（
太
陽
）」の
神（
親
神
）か
ら
の
警
鐘
に

つ
い
て
で
あ
る
。
人
類
の
荒
ん
だ
心
、
我
欲
や
高
慢

の
心
が
そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
た
姿
が
、
ま
さ
に
今

日
の
地
球
温
暖
化
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今

の
時
代
に
こ
そ
、「
日
」の
神
に
対
す
る「
慎
み
と
感

謝
の
心
」が
必
要
で
は
な
い
か
思
う
。

火、日、陽 

「
火
の
精
霊
」
サ
ラ
マ
ン
ド
ラ

1952年生まれ。
地文研兼任研究員。
両生類生態学、環境教育学専攻。
環境省釧路湿原自然再生事業に参画。
国際参加プロジェクト担当。

佐 藤
孝 則

さとうたかのり

人
間
工
学
が
も
つ
思
想
性
に

触
れ
て
あ
つ
く
燃
え
た
話

1952年生まれ。
地文研兼任研究員。
労働衛生学、労働科学、人間工学専攻。
ISO/TC159/SC3幹事国委員会委員等、
国際規格づくりに参画。
国際参加プロジェクト担当。

近 藤
雄 二

こんどうゆうじ
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イ
ン
ド
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
ジ
ャ
ム
ナ

ガ
ル
に
お
け
る
、
地
震
復
興
の
た
め
の

活
動
も
第
3
回
目
を
迎
え
た
。
本
冊

子
が
発
行
さ
れ
る
4
月
に
は
、
第
3
回

目
の
活
動
も
終
了
し
て
い
る
。
2
月
21

日
か
ら
3
月
5
日
ま
で
の
第
3
回
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
過
去
最
高
の
参
加
学
生

を
得
て
、
引
率
技
術
者
を
含
め
る
と

20
名
か
ら
の
チ
ー
ム
と
な
っ
た
。
こ
の
チ

ー
ム
は
、
ジ
ャ
ム
ナ
ガ
ル
近
郊
の
バ
ラ
チ

ャ
デ
ィ
村
の
小
学
校
に
お
い
て
、
過
去
に

つ
く
っ
た
2
棟
の
ボ
ン
ガ
と
と
も
に
、
こ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
鉄
骨
の
屋
根
を

の
せ
た
最
大
規
模
の
ボ
ン
ガ
に
よ
る
図

書
館
を
つ
く
る
。
子
供
た
ち
が
利
用

で
き
る
図
書
類
と
と
も
に
寄
贈
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
チ
ェッ
ク
ダ
ム
と
日

本
庭
園
の
整
備
、
拡
充
等
も
行
い
、
2

0
0
1
年
か
ら
開
始
し
た
イ
ン
ド
に
お

け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
一
応
の
区
切
り

を
つ
け
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

他
者
へ
の
献
身
を
実
践
を
通
し
て

学
ぶ
こ
と
を
理
念
と
し
た
本
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
今
夏
か
ら
、
地
域
を
変
え
て
、

展
開
さ
れ
る
。

2
0
0
3
年
度
に
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
と
な
る
授
業

科
目「
国
際
協
力
論（
実
習
を
含
む
）」

が
開
講
さ
れ
た
。

私
た
ち
の
ま
わ
り
で
は
、
国
際
化
や

異
文
化
理
解
、
あ
る
い
は
国
際
貢
献
の

た
め
に
様
々
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
互
い
に
助
け
あ
う
献
身
的
な
行
為

を
と
お
し
て
、
文
化
や
言
語
を
こ
え
て
、

地
球
市
民
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
を
理

解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
国
際
参

加
・
協
力
の
入
門
科
目
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
お
や
さ
と
研
究
所
の
野
口

茂
氏
と
本
セ
ン
タ
ー
兼
務
研
究
員
の
近

藤
雄
二
が
科
目
の
た
ち
あ
げ
担
当
者

と
し
て
、
天
理
教
海
外
部
に
事
務
局

を
お
く「
天
理
教
国
際
た
す
け
あ
い
ネ

ッ
ト
」に
も
協
力
い
た
だ
き
、
教
学
協

働
の
姿
勢
の
も
と
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。

受
講
学
生
の
ひ
と
り
は
、「
同
じ
語
学

の
学
科
が
あ
る
複
数
の
大
学
を
選
択

す
る
際
に
、
天
理
大
学
に
決
め
た
き
っ

か
け
は
、
大
学
案
内
に
国
際
参
加
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
活
動
の
紹
介
が
あ
り
、
そ
こ
に

魅
力
を
感
じ
た
か
ら
だ
。
こ
の
授
業
で

学
ぶ
も
の
は
数
多
く
あ
っ
た
。」
旨
を
レ

ポ
ー
ト
に
記
し
て
く
れ
た
。
こ
の
言
葉

を
聞
く
だ
け
で
私
た
ち
は
報
わ
れ
た
。

こ
の
4
月
か
ら
は
、「
国
際
参
加
」プ

ロ
グ
ラ
ム
推
進
部
門
に
本
冊
子
に
も

紹
介
の
あ
る
専
任
教
員
、
澤
山
氏
が

赴
任
す
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
と
も

に
授
業
科
目
、
国
際
協
力
論
の
本
格

的
な
展
開
が
は
じ
ま
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
に
参
加
の
学
生

に
は
、「
国
際
協
力
論（
実
習
を
含
む
）」

の
単
位
認
定
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
2

0
0
5
年
度
か
ら
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
単
位
認
定
を
目
的
と
し
た
授
業
科

目
、「
国
際
協
力
実
習
」（
仮
称
）が
開

講
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
建
学

の
精
神
を
実
践
す
る
教
育
と
研
究
を

担
う
大
学
の
事
業
と
し
て
、
こ
の
3
年

間
で
着
実
な
歩
み
を
残
し
つ
つ
あ
る
。

学
部
や
セ
ン
タ
ー
の
枠
を
こ
え
た
ご
協

力
を
今
後
と
も
お
願
い
し
た
い
。

（
近
藤
雄
二
）

を
抱
く
き
っ
か
け
は
学
生
時
代
に
遺
跡

を
巡
り
な
が
ら
ア
ジ
ア
や
中
米
を
旅
し

た
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
30
ヵ
国
余
り

を
訪
れ
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
の
1
週

間
を
除
く
と
全
て
が
い
わ
ゆ
る
途
上
国

と
呼
ば
れ
る
地
域
で
す
。
こ
れ
ま
で
に

ブ
ー
タ
ン
で
の
ス
ポ
ー
ツ
指
導
、
ザ
ン
ビ

ア
で
の
校
舎
建
設
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
リ

コ
ー
ダ
ー
指
導
等
の
国
際
教
育
協
力
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
国

内
で
は
阪
神
淡
路
大
震
災
の
被
災
地

で
の
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
模

索
中
で
す
。
こ
の
よ
う
な
活
動
の
過
程

で
公
共
財
の
供
給
行
動
や
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ

ピ
ー
を
動
員
し
た
国
際
化
政
策
に
関

心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

地
文
研
で
は
国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
、
国
際
文
化
学
部
で
は
地
域
研

究
方
法
論
、
国
際
経
済
論
、
国
際
協
力

論（
実
習
を
含
む
）、
な
ど
を
担
当
し

ま
す
。
旅
と
文
化
に
関
す
る
著
作
も

多
いE

rv
e
C
h
am
b
ers

は
、
研
究
者

の
役
割
と
し
て「
代
弁
」、「
促
進
」、「
情

報
提
供
」、「
分
析
」、「
仲
介
」の
重
要
性

を
説
い
て
い
ま
す
。
机
上
の
学
習
と
国

内
外
の
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
等
を
通
じ
て

理
論
と
実
践
の
融
合
を
図
り
、
グ
ロ
ー

バ
ル
イ
シ
ュ
ー
の
解
決
と
多
文
化
共
生

社
会
の
創
造
に
資
す
る
人
材
の
育
成

に
力
を
尽
く
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
研
究
で
は
こ
れ
ま
で
の「
O
D

A
」、「
N
P
O
・
N
G
O
」、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
」、「
内
な
る
国
際
化
」
等
を
キ
ー
ワ

ー
ド
と
し
た
経
済
分
析
を
発
展
さ
せ
、

国
内
外
の
地
域
社
会
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
に

は
じ
め
ま
し
て
、
今
春
か
ら
地
文
研

の
ス
タ
ッ
フ
に
加
わ
り
ま
し
た
澤
山
利

広
で
す
。
国
際
協
力
分
野
が
専
門
で
す
。

草
の
根
の
人
々
の
暮
し
や
文
化
に
興
味

1965年生まれ。
地文研専任研究員。
国際化政策論専攻。

よ
る
相
互
裨
益
に
関
す
る
実
証
研
究

に
取
り
組
み
ま
す
。
実
用
に
堪
え
う

る
理
論
の
構
築
に
は
、
地
域
住
民
の
生

業
形
態
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
天
理
が
蓄
積
し
て
き
た

人
文
科
学
と
身
体
科
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス

を
経
済
学
や
政
策
科
学
の
手
法
に
応

用
し
新
た
な
学
際
分
野
の
地
平
を
拓

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

歴
史
豊
か
な
大
和
の
地
で
、
学
び
生

活
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

センター紀要創刊
地域文化研究センターでは、センターでの共同研究・活動報告をめぐる論考を集めた紀要『

,
Αγορα（アゴラ）』を創

刊しました。第1号（2003年11月26日発行）の内容は次の通りです。
｢アゴラ｣創刊に際して（地文研センター長　井上昭夫）

＜論文＞
■－｢国際参加｣プロジェクトの背景と方向－　特にエコモデル建築と竹林の利活用について（井上昭夫）
■Flamboyant Nuclear Power Station Visitor Centers as A Hegemonic Tool in Japan: Are They Revealing
or Concealing, or Concealing by Revealing?（住原則也）

■Japanese Perspectives on Independence of African Countries in the Late 1950s and the Early 1960s（北
川勝彦）

■Culture and Participation of Marginalized People in Development: A Case Study of Rights of Women in
North-Eastern Kenya (戸田真紀子)

■スクリーンと観客　(大平陽一)
■映像について何を語るか－G.ドゥルーズ『シネマ』をめぐる考察－（箭内匡）
＜シンポジウム＞
■被災者神戸からアフガニスタン救済へ　(野口茂　編)

活動報告

こ
れ
ま
で
の
歩
み

国
際
協
力
論
の
開
講

天理大学がつくったチェックダム
－大学の名称が入ったプレートが埋め込まれている－

澤
山
　
利
広



8

「
ア
フ
リ
カ
」
と
き
い
て
、
ど
ん
な

イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？

「
野
生
の
王
国
」「
暑
い
」
な
ど
い
ろ
い

ろ
あ
る
で
し
ょ
う
が
、「
貧
し
い
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
か
な
り
強
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
豊
か
な
」ア
フ

リ
カ
が
、
奴
隷
貿
易
・
植
民
地
化
以

降
、
そ
の
富
を
西
欧
列
強
に
吸
い
上

げ
ら
れ
て
い
く
構
図
は
、
別
の
機
会

に
お
話
し
す
る
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ

に
貧
困
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の

は
確
か
で
す
。
ア
フ
リ
カ（
サ
ハ
ラ
以

南
ア
フ
リ
カ
）
諸
国
の
独
立
以
来
、

世
界
銀
行
や
国
際
通
貨
基
金
、
そ
の

他
の
国
連
機
関
は
、
貧
困
解
消
の
た

め
と
称
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
開
発
」

戦
略
・
計
画
を
ア
フ
リ
カ
に
処
方
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
処

（
研
究
代
表
者
　
戸
田
真
紀
子
）

方
箋
に
は
、
ほ
と
ん
ど
効
き
目
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
失
敗
の
原
因
は

何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
原
因

の
ひ
と
つ
と
し
て
私
た
ち
の
研
究
会

が
注
目
し
て
い
る
の
が
、「
文
化
」の
問

題
で
す
。
ア
フ
リ
カ
に
は
長
い
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
植
民
地
化
以
前
と
以

後
と
で
は
、
伝
統
文
化
と
い
っ
て
も
か

な
り
変
容
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、

ア
フ
リ
カ
固
有
の
文
化
が
あ
り
ま

す
。
国
際
機
関
が
実
施
し
て
き
た
開

発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
こ
の
ア
フ
リ
カ

の
文
化
を
軽
視
し
て
き
ま
し
た
。
現

地
の
人
々
が
生
き
る
う
え
で
欠
か
せ

な
い「
生
き
る
た
め
の
ル
ー
ツ
」
が
台

無
し
に
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
実
際

に
、
地
方
の
村
で
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
実
施
し
て
も
、
村
人
は
物
質
的
な

援
助
を
期
待
こ
そ
す
れ
、
そ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
主
体
的
に
参
加
し
よ
う

と
は
し
ま
せ
ん
。
西
欧
化
、
物
質
的

成
長
を
求
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中

に
、
ア
フ
リ
カ
の
「
生
き
る
ル
ー
ツ
」

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
そ

の
理
由
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。少

な
く
と
も
、
独
立
解
放
闘
争
の

時
期
、
ア
フ
リ
カ
の
人
々
は
そ
れ
ぞ

れ
の
民
族
の
伝
統
・
文
化
に
誇
り
を

持
ち
、
自
ら
決
定
し
た
方
法
で
、
植

民
地
主
義
・
帝
国
主
義
と
闘
い
ま
し

た
。
私
た
ち
の
研
究
会
で
は
、
ア
フ

リ
カ
諸
国
の
独
立
解
放
闘
争
を
比
較

検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
フ
リ
カ

の
「
生
き
る
ル
ー
ツ
」
を
再
検
討
し
、

さ
ら
に
は
、
民
族
の
「
文
化
」
に
つ
い

て
、
生
か
す
べ
き
「
伝
統
」
と
捨
て
る

べ
き
「
因
習
」
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
視
点
か
ら
議
論
し
よ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
人
が
自
分
の
属

す
る
民
族
の
文
化
に
自
信
と
誇
り
を

持
ち
な
が
ら
、
人
権
に
反
す
る
よ
う

な
悪
し
き
因
習
は
排
し
て
、
21
世
紀

に
継
承
さ
れ
る
べ
き
伝
統
を
再
構
築

す
る
時
期
に
き
て
い
る
の
で
す
。

2
0
0
2
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
共
同
研
究
で
す
が
、
そ
の
中
間
報

告
と
し
て
、
昨
年
10
月
1
｜
3
日
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
フ
リ
ン
ダ
ー
ス
大

学
で
開
か
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
レ
イ
シ

ア
・
太
平
洋
・
ア
フ
リ
カ
学
会
で
、
パ

ネ
ル
を
も
ち
ま
し
た（
10
月
3
日
）。

報
告
タ
イ
ト
ル
は
以
下
の
通
り
で
す

（
報
告
順
）。

■K
atsuhiko

K
itagaw

a,"Japanese
P
erspectives

on
Independence

of
A
frican

C
ou
n
tries

in
th
e

L
ate

1950s
an
d
th
e
E
arly

1960s"

■M
ak
ik
o
T
od
a,"C
u
ltu
re
an
d

P
articip

ation
of
M
arg
in
alized

P
eop
le
in
D
ev
elop

m
en
t:
A

C
ase

S
tu
d
y
of
R
ig
h
ts
of

W
om
en

in
N
orth

-E
astern

K
enya"

■G
.C
.M
w
a
n
g
i,"B

a
n
d
u
n
g

C
on
feren

ce:
T
h
e
Q
u
est
for
a

M
oral

R
esolution

to
the
C
olor

Q
uestion"

さ
ら
に
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
ナ
タ
ー
ル
大
学

で
ア
フ
リ
カ
政
治
を
研
究
さ
れ
て
い

る
D.

ム
ー
ア
博
士
を
お
迎
え
し
ま
し

た
。2

0
0
4
年
度
は
、
共
同
研
究
の

ま
と
め
の
年
と
し
、
4
月
24
｜
25
日

に
第
1
回
研
究
会
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
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印　刷：（株）高速オフセット

コスモス（宇宙・秩序・調和）を視野に入れ
つつ、世界の様々な地域の問題を研究し、
それに参与してゆく… 『コスモス（Κóσ
μοζ）』は、そうした天理大学地域文化
研究センター（地文研）の活動を、より広

く知っていただくために発刊されました。
諸活動の報告のほか、毎号、井上センタ
ー長による「対談」や、地文研のスタッフ
や協力者による「エッセイ」を掲載します。

大会責任者のターニャさんと。大会会場の中庭にて。
（大井嘉子教授撮影）

（
研
究
代
表
者
　
住
原
則
也
）

共
同
研
究
員：

井
上
順
孝（
國
學
院

大
學
）、
島
薗
進（
東
京
大
学
）、
中
牧

弘
允（
国
立
民
族
学
博
物
館
）、
岩
井

洋（
関
西
国
際
大
学
）、
岡
田
正
彦（
天

理
大
学
）、
樫
尾
直
樹（
慶
應
義
塾
大

学
）

第
四
回

12
月
17
日
｜
18
日

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査：

春
日
大
社
　
若
宮

御
祭
り

話
題
提
供：

樫
尾
直
樹
（
慶
應
義
塾

大
学
）

「
非
グ
ロ
ー
バ
ル
化
論
｜
崇
教
真
光
の

事
例
か
ら
｜
」

第
五
回

2
月
22
日
｜
23
日

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査：

天
河
大
弁
財
天
社

特
別
講
師：

鎌
田
東
二

話
題
提
供：

伊
東
雅
之

「
グ
ロ
ー
バ
ル
文
化
と
ロ
ー
カ
ル
性
の〈
あ

い
だ
〉｜
和
尚
ラ
ジ
ニ
ー
シ
・
ム
ー
ブ
メ

ン
ト
の
場
合
」

「
映
像
と
現
実

｜
地
域
文
化
へ
の

今
日
的
接
近
｜
」

（
研
究
代
表
者
　
箭
内
匡
）

共
同
研
究
員：

大
平
陽
一（
天
理
大

学
）、
足
立
ラ
ー
ベ
加
代（
ベ
ル
リ
ン
・
フ

ン
ボ
ル
ト
大
学
）、
ヌ
リ
ア
・
ロ
ペ
ス（
バ

ル
セ
ロ
ナ
大
学
）

第
1
回
9
月
27
日

西
周
成（
映
画
作
家
）「
作
品
上
映
及

び
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」、
第
2
回
9
月
28

日
　
北
岡
誠
司（
奈
良
女
子
大
学
名

誉
教
授
）「
物
語
と
映
像
に
お
け
る
ミ

ザ
ン
ア
ビ
ー
ム
」、
足
立
ラ
ー
ベ
加
代

「
オ
フ
音
」、
同
「
映
画
の
中
の
見
え
な

い
空
間
」、
第
3
回
2
月
28
日

ヌ
リ

ア
・
ロ
ペ
ス「
映
画
・
ユ
ー
モ
ア
・
政
治
」

「
宗
教
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」と

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
の
宗
教
」

「
ア
フ
リ
カ
の
独
立
闘
争
｜

現
代
の『
生
き
る
ル
ー
ツ
』を
求
め
て
」




