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　　　社長 高井裕之氏に聞く



な
く
、
産
業
化
し
て
日
本
の
た
め
の
利
益
を
考
え
て

い
た
の
は
、
ま
さ
に「
B
i
g 

P
i
c
t
u
r
e
」
を

描
い
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
始
ま
り
を
持
つ
、

こ
れ
ほ
ど
長
く
続
く
住
友
グ
ル
ー
プ
で
す
、
そ
の
よ

う
な
創
業
者
た
ち
の
精
神
は
、
ど
の
よ
う
に
今
で
も

受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

高
井　

そ
う
で
す
ね
。
基
本
は
厳
し
い
国
際
ビ
ジ
ネ

ス
の
中
の
、
常
に
戦
い
の
渦
中
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、

入
社
し
た
こ
ろ
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、「
浮
利

を
追
わ
ず
」と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
濡
れ
手
に
粟

の
よ
う
な
、
苦
労
も
な
く
し
て
得
ら
れ
る
よ
う
な
ビ

ジ
ネ
ス
に
は
手
を
染
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
危
な
い
橋
は
渡
ら
な
い
、
と
い
う

リ
ス
ク
回
避
の
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。

住
原　

な
る
ほ
ど
、「
大
局
観
」の
底
辺
に
は
、「
浮
利

を
追
わ
ず
」
と
い
う
理
念
も
隠
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
海
外
で
の
長
期
駐
在
期
間
も
含

め
て
、
社
長
は
三
○
年
以
上
世
界
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
最

前
線
で
活
躍
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
海
外
で
活

動
す
る
に
際
し
、
敢
え
て
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
資

質
が
求
め
ら
れ
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？
世
界
に

飛
び
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
学
生
諸
君
に
向
け
て
、

一
言
お
願
い
で
き
ま
す
か
。

高
井　

そ
う
で
す
ね
、
特
に
目
新
し
い
こ
と
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
一
つ
は
、
多
様
な
価
値
観
を
許
容

で
き
る
資
質
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自

分
の
信
念
は
確
固
と
し
て
持
っ
て
い
て
も
、
異
な
る

価
値
観
を
寛
容
に
受
け
止
め
る
心
の
広
さ
が
な
い
と
、

や
は
り
む
ず
か
し
い
で
す
ね
。
ま
た
一
つ
は
、
受
け

身
じ
ゃ
な
く
自
ら
能
動
的
に
意
見
や
情
報
を
発
信
で

き
る
資
質
で
す
ね
。
遠
慮
し
て
い
て
も
、
誰
も
手
を

差
し
伸
べ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
し
、
発
信
し
よ
う
と
す

れ
ば
常
に
勉
強
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
若
い
方
々
に
は
、

失
敗
を
恐
れ
ず
、
自
分
の
殻
を
破
っ
て
積
極
的
に
働

き
か
け
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
も
う
一
つ
は
、
様
々
な

も
の
に
対
す
る
好
奇
心
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
あ
り
き
た
り
の
こ
と
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
好
奇
心
を
持
ち
続
け
て
い
る
と
、

海
外
で
の
ど
ん
な
環
境
で
も
楽
し
ん
で
や
ろ
う
、
と

い
う
気
分
に
な
れ
ま
す
か
ら
ね
。

住
原　

な
る
ほ
ど
そ
う
で
す
ね
。
私
の
経
験
か
ら
も
、

海
外
で
の
、
日
本
に
は
無
い
食
べ
物
な
ど
、
辛
い
と
か

匂
い
が
き
つ
い
と
か
、
馴
染
み
に
く
い
も
の
も
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
を「
好
き
嫌
い
」
と
い
う
感
情
レ
ベ
ル
だ

け
で
受
け
止
め
る
と
、
気
持
ち
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
が
、「
好
奇
心
」
と
い
う
知
的
レ
ベ
ル
で
捉
え

よ
う
と
す
る
と
、
一
口
で
も
味
わ
っ
て
み
よ
う
い
う
気

に
な
れ
て
、
次
第
に
普
通
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
ね
。
調
子
に
乗
っ
て
食
べ
る
と
下
痢
を
起
こ

し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。（
笑
）

　

今
日
は
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

住
原　

社
長
は
明
日
か
ら
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
張
と

か
。
お
忙
し
い
と
き
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

高
井　

い
い
え
か
ま
い
ま
せ
ん
。
何
な
り
と
質
問
し

て
く
だ
さ
い
。

住
原　

ま
ず
は
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
サ
ー
チ
と
い

う
研
究
所
の
主
な
機
能
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す

か
？

高
井　

長
い
歴
史
を
持
つ
総
合
商
社
で
は
、
終
戦
後

世
界
中
に
商
社
マ
ン
が
出
か
け
て
行
き
、
日
本
に
必

要
な
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
調
達
し
た
り
、
逆
に
、
日
本

の
製
品
を
海
外
に
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
貿

易
が
主
な
活
動
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
現
在
は
そ

の
比
率
は
大
幅
に
低
下
し
、
む
し
ろ
、
私
が
専
門
と

し
て
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
も
含
め
て
、
イ
ン
ベ
ス
ト

メ
ン
ト（
投
資
）ビ
ジ
ネ
ス
が
大
き
な
比
率
を
占
め
て

い
ま
す
。
当
社
の
母
体
で
あ
る
住
友
商
事
は
、
世
界

中
に
大
規
模
な
投
資
先
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
の

分
野
の
ど
の
地
域
に
投
資
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
リ
ス

ク
も
含
め
た
総
合
的
な
情
報
が
非
常
に
重
視
さ
れ
ま

す
。
私
た
ち
は
、情
報
こ
そ
常
に
流
れ
て
い
る
べ
き「
血

液
」
と
思
っ
て
お
り
、
弊
社
に
と
っ
て
、
情
報
が「
商

品
」で
す
ね
。
様
々
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
世
界

各
地
の
、
住
友
商
事
の
現
地
駐
在
員
か
ら
の
情
報
が

こ
こ
で
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。

住
原　

集
約
さ
れ
た
情
報
と
い
っ
て
も
、
日
々
新
し

く
、
ま
た
膨
大
な
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
の

よ
う
に
頭
で
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

高
井　

は
い
、
私
は
住
友
商
事
に
入
社
し
て
、
三
○

年
以
上
は
、
営
業
の
最
前
線
に
い
ま
し
た
。
そ
の
経

営
を
通
じ
て
気
づ
い
た
こ
と
は
、
営
業
の
真
っ
只
中

で
は
、
目
先
の
出
来
事
に
気
を
と
ら
れ
て
、
正
し
い

方
向
性
を
見
失
う
危
険
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
わ
ゆ
る「
木
を
見
て
森
を
見
ず
」と
い
う
こ
と
が
起

こ
る
わ
け
で
す
。
私
も
し
ば
ら
く
身
を
置
い
た
金
融

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
業
界
で
は
、「
森
」の
こ
と
を「
B
i
g 

P
i
c
t
u
r
e
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。「
大
局
観
」

と
で
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
局
観
を

失
わ
な
け
れ
ば
、
刻
々
と
変
動
す
る
相
場
に
も
一
喜
一

憂
す
る
こ
と
が
無
く
な
る
わ
け
で
す
。
国
内
外
か
ら

の
質
の
高
い
、
信
頼
性
の
あ
る
情
報
を
集
め
て
、
常

に
最
新
の
B
i
g 

P
i
c
t
u
r
e
を
描
き
つ
つ
、

情
報
発
信
し
て
ゆ
き
た
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
大
局
観
は
、地
域
横
断
的
、業
界
横
断
的
、

商
品
横
断
的
な
視
点
を
持
つ
こ
と
で
見
え
て
く
る
も

の
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
方
で
す
。

住
原　

そ
う
で
す
か
。
社
長
個
人
の
長
年
の
営
業
マ

ン
と
し
て
の
経
歴
が
、
現
職
に
も
役
立
つ
視
点
を
も

た
ら
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
社
長
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
方

面
に
も
深
く
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
。
エ
ネ

ル
ギ
ー
資
源
に
乏
し
い
日
本
に
は
、
極
め
て
重
要
な

ビ
ジ
ネ
ス
で
す
ね
。

高
井　

は
い
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
二
○
一
一
年
三
月

一
一
日
を
境
に
、
日
本
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
歴
史
的
大
転

換
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
化
石
燃
料
へ

の
回
帰
で
す
。
原
子
力
が
有
力
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で

日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
三
割
も
占
め
て
い
ま
し
た
が
、

福
島
第
一
原
発
の
事
故

以
来
、
現
在
す
べ
て
の

原
発
は
停
止
し
て
い
ま

す
。
そ
の
欠
落
を
埋
め

る
化
石
燃
料
の
ほ
と
ん

ど
を
海
外
か
ら
輸
入

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
お
り
、
国
全
体
で
年

何
兆
円
も
の
負
担
を
強

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
如
何
に
安

く
化
石
燃
料
を
調
達

す
る
か
は
、
国
の
死
活

問
題
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
注
目
を
集

め
て
い
る
の
が
、
ア
メ

リ
カ
の
シ
ェ
ー
ル
ガ
ス

で
す
。
シ
ェ
ー
ル
ガ
ス

と
い
う
の
は
、
硬
い
頁

岩（
シ
ェ
ー
ル
）
の
中

に
眠
っ
て
い
る
ガ
ス
で
、

取
り
出
す
こ
と
が
極
め

て
困
難
で
あ
っ
た
の
で

す
が
、二
○
○
○
年
に
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
採

算
の
取
れ
る
画
期
的
な

採
掘
技
術
が
開
発
さ

れ
、
北
米
各
地
の
莫
大

な
量
の
ガ
ス
ば
か
り
で
な
く
、
石
油
も
採
取
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
地
図
参
照 

写
真
３
）（
写
真
４
、

シ
ェ
ー
ル
）

住
原　

シ
ェ
ー
ル
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
報

道
な
ど
で
も
、「
シ
ェ
ー
ル（
あ
る
い
は
シ
ェ
ー
ル
ガ
ス
）

革
命
」
な
ど
の
名
で
目
に
し
ま
す
が
、
こ
れ
が
日
本

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
戦
略
上
も
重
視
す
べ
き
理
由
に
つ
い

て
、
も
う
少
し
詳
し
く
聞
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
か
？

高
井　

は
い
、
福
島
以
降
は
原
発
が
全
面
停
止
し
、

そ
の
分
を
火
力
発
電
で
全
て
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
液
化
天
然
ガ
ス
つ
ま
り
L
N
G
の
輸

入
量
が
激
増
し
電
気
代
や
ガ
ス
代
を
押
し
上
げ
、
日

本
の
貿
易
収
支
を
赤
字
に
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、

震
災
後
貿
易
収
支
は
三
、六
兆
円
悪
化
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
一
日
1
0
0
億
円
に
も
相
当
し
ま
す
。
日
本
人

が
世
界
で
L
N
G
を
買
い
漁
っ
た
お
陰
で
市
場
価
格

は
10
ド
ル
が
18
ド
ル
ま
で
急
騰
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

着
目
さ
れ
た
の
が
米
国
の
シ
ェ
ー
ル
ガ
ス
で
す
。
ご
案

内
の
通
り
米
国
で
は
シ
ェ
ー
ル
革
命
で
ガ
ス
価
格
が

下
が
り
今
は
4
〜
5
ド
ル
程
度
で
す
。
こ
れ
を
液
化

天
然
ガ
ス
に
転
換
し
て
パ
ナ
マ
運
河
を
通
っ
て
日
本
に

運
べ
ば
11
〜
12
ド
ル
程
度
に
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
で
き
ま

す
。
約
30
％
も
の
削
減
に
な
る
わ
け
で
す
。（
写
真
５

参
照
）

住
原　

3
・
11
以
降
、
原
子
力
に
ノ
ー
が
突
き
つ
け

ら
れ
て
も
、
工
場
や
家
庭
の
停
電
を
歓
迎
す
る
日
本

人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
私
は
東
南
ア
ジ
ア
に
も
し
ば

し
ば
出
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
滞
在
中
に
停

電
を
経
験
す
る
こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
夜
な

ど
に
起
こ
る
と
、
た
い
へ
ん
不
安
な
気
持
ち
に
な
っ
た

り
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
今
の
日
本
で
、
停
電
が
頻
発

し
た
り
す
れ
ば
、
大
変
な
騒
ぎ
に
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
ま
た
現
在
は
、
原
子
力
の
代
わ
り
に
、
化
石
燃

料
に
頼
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
地
球
温
暖
化

効
果
ガ
ス
と
も
結
び
付
け
ら
れ
て
懸
念
さ
れ
る
側
面

も
あ
り
ま
す
ね
。
さ
ら
に
石
油
な
ど
従
来
の
化
石
燃

料
の
値
段
が
高
騰
す
る
こ
と
で
、
経
済
に
著
し
い
影

響
を
与
え
る
側
面
も
あ
り
日
本
に
限
ら
ず
現
代
社
会

が
直
面
す
る
む
ず
か
し
い
問
題
で
す
ね
。
自
然
再
生

エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
、
環
境
に
や
さ
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
が
望
ま
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
ま
だ
ま
だ
確
固
た
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
源
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

何
よ
り
高
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー

安
全
保
障
と
い
っ
た
国
家
レ
ベ
ル
の
課
題
な
ど
も
か

ら
み
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
ど
う
す
る
か
は
、
社
長
の

ご
指
摘
通
り
、
こ
の
分
野
で
も
広
い
視
野
を
持
っ
て
、

大
局
観
・
B
i
g 

P
i
c
t
u
r
e
を
見
定
め
て
ゆ

く
こ
と
が
、
現
代
人
す
べ
て
が
意
識
す
べ
き
こ
と
で

す
ね
。

高
井　

は
い
、
私
も
そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。
特
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
は
、
理
想
の
姿
は
念
頭
に
置
い

て
い
て
も
、
専
門
家
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
領
域
を
超
え
て
、

広
く
国
民
が
、
知
識
を
共
有
し
て
、
大
局
的
な
見
地

か
ら
、
最
終
的
に
は
決
断
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い

で
す
ね
。

住
原　

少
し
住
友
の
歴
史
的
な
話
に
話
題
を
転
じ
ま

す
が
、誰
で
も
知
る
日
本
の
三
大
財
閥
の
一
つ
と
し
て
、

ま
た
世
界
的
に
も
最
古
級
の
財
閥
で
、
創
業
の
遠
祖

は
四
○
○
年
以
上
も
遡
り
、
豊
臣
秀
吉
な
ど
が
活
躍

し
た
時
代
な
の
で
す
ね
。耳
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

創
業
者
は
、
銅
の
画
期
的
な
精
錬
技
術
を
開
発
し
た

ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
当
時
の
商
業
の
中
心
地

大
坂
の
技
術
者
た
ち
に
も
無
償
で
公
開
し
、
大
坂
を

銅
精
錬
の
大
拠
点
に
仕
上
げ
た
と
か
。

高
井　

は
い
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
事
実
で
、

一
六
世
紀
後
半
の
戦
国
時
代
末
期
、
西
洋
か
ら
宣
教

師
や
商
人
が
多
く
来
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
は
ま
だ

日
本
の
銅
の
精
錬
技
術
が
お
粗
末
で
、
銅
の
塊
と
い
っ

て
も
、
実
際
は
銀
や
金
な
ど
も
分
離
さ
れ
ず
多
く
含

ま
れ
て
お
り
、
西
洋
の
商
人
は
、
銅
と
し
て
安
く
日

本
か
ら
買
い
付
け
て
お
い
て
、
そ
れ
を
自
国
に
持
ち

帰
っ
て
高
度
な
精
錬
技
術
で
、
金
や
銀
を
抽
出
し
て

大
き
な
利
益
を
得
て
い
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
、
日
本
に
と
っ
て
の
不
利
益
な
現
実
を
知
っ
て
、

住
友
の
初
代
た
ち
は
、
西
洋
人
技
術
者
か
ら
、
苦
労

し
て
そ
の
技
術
を
学
び
取
り
、
つ
い
に「
南
蛮
吹
き
」

（
写
真
６
参
照
）と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
る
高
度
な
精

錬
技
術
を
開
発
し
ま
し
た
。
し
か
も
そ
れ
を
、
独
占

せ
ず
に
公
開
し

て
、
広
く
日
本

の
利
益
を
守
ろ

う
と
し
た
の
だ

と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

住
原　

目
先
の

自
分
の
利
益
に

固
執
す
る
こ
と
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拶
で
、
見
知
っ
た
人
に
は
何
か
し
ら
声
を
か
け

る
の
が
礼
儀
で
あ
り
、
友
情
の
印
な
の
だ
。
同

様
に
、
家
の
周
り
で
鶏
に
餌
を
や
っ
た
り
、
遠

く
の
焼
畑
へ
出
か
け
る
た
め
に
ボ
ー
ト
の
手
入

れ
を
す
る
な
ど
、
朝
の
日
課
を
始
め
て
い
る

人
々
に
も「
何
の
仕
事
？
」と
声
を
か
け
る
。

カ
ヤ
ン
に
は
家
族
の
不
幸
や
い
さ
か
い
が
あ

る
と
、
家
庭
内
で
浄
化
の
儀
式
を
執
り
行
い
、

儀
式
が
終
わ
る
ま
で
部
外
者
を
家
に
入
れ
な
い

物
忌
の
習
慣
も
あ
る
。
親
族
や
友
人
が
訪
問
す

る
際
は
、
い
き
な
り
戸
口
の
階
段
を
登
ら
ず
、

ま
ず「
皆
さ
ん
儀
礼
中
で
す
か
？
」
と
家
の
下

か
ら
呼
ば
わ
る
の
が
礼
儀
だ
っ
た
。
現
在
、
こ

の
儀
式
を
行
う
家
庭
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
冗

談
半
分
に「
お
宅
は
儀
礼
中
？
」
と
挨
拶
す
る

場
面
は
ま
だ
時
折
み
ら
れ
る
。

わ
か
り
き
っ
た
声
が
け
を
敢
え
て
発
す
る
こ

と
に
は
社
会
的
意
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
相
手
に

関
心
を
示
し
、
同
朋
と
し
て
認
め
る
意
思
表
示

で
あ
り
、
沈
黙
に
伴
う
警
戒
心
や
敵
意
を
緩

和
す
る
手
段
な
の
で
あ
る
。
カ
ヤ
ン
は
挨
拶
と

し
て
行
き
先
を
尋
ね
る
場
合
、
返
答
内
容
が

「
水
浴
に
行
く
」の
で
も「
泳
い
で
対
岸
へ
渡
る
」

の
で
も
興
味
が
な
い
。
私
の
よ
う
な
外
国
人
が

正
確
な
回
答
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
勘
違
い
し

て
、「
い
え
、
今
日
は
ま
ず
朝
飯
用
に
魚
を
釣
っ

て
、
つ
い
で
に
水
浴
も
し
よ
う
か
と
…
」
な
ど

と
や
り
始
め
る
と
、
か
え
っ
て
驚
か
れ
た
り
煩

が
ら
れ
た
り
し
た
も
の
だ
。

ダ
ヤ
ク
に
よ
ら
ず
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
全

般
に
こ
う
し
た
声
が
け
を
重
視
す
る
が
、
同
じ

マ
レ
ー
語
圏
で
も
西
欧
化
し
て
い
る
マ
レ
ー
シ

ア
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は「
馴
れ
馴
れ
し
い
」「
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
だ
」
と
敬
遠
す
る
傾
向
に

あ
る
。
確
か
に
ム
ラ
社
会
的
体
質
の
名
残
で
あ

る
挨
拶
様
式
だ
が
、
先
進
社
会
あ
る
い
は
世
界

宗
教
と
も
な
る
と
神
の
祝
福
を
祈
っ
て
や
ら
な

い
と
隣
人
と
絆
が
築
け
な
い
、
と
い
う
厳
し
い

現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
気
も
す
る
。

ハ
ワ
イ
で
車
を
運
転
し
て
い
て
他
の
車
に

レ
ー
ン
を
譲
る
と
、
運
転
席
か
ら
ヌ
ッ
と

腕
が
出
て
き
て
、
親
指
と
小
指
を
伸
ば
し
た
サ

イ
ン
が
シ
ェ
イ
ク
さ
れ
た
り
す
る
。
ニ
ュ
ー
ス

番
組
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
も
、カ
メ
ラ
に
ス
ナ
ッ

プ
撮
影
さ
れ
る
人
達
は
、
同
じ
サ
イ
ン
を
作
っ

て
笑
顔
で
応
え
て
い
る
。
こ
の
サ
イ
ン
は「
ハ

ン
グ
・
ル
ー
ス
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
ハ
ワ
イ

で
は「
シ
ャ
カ
」。
友
達
に
会
っ
て「
元
気
に
や
っ

て
る
？
」と
挨
拶
す
る
時
、レ
ス
ト
ラ
ン
で
コ
ー

ヒ
ー
の
お
か
わ
り
を
注
い
で
も
ら
っ
て
礼
を
言

う
時
、
格
好
い
い
も
の
を
見
て「
す
ご
い
じ
ゃ

ん
！
」
と
認
め
る
時
な
ど
、
シ
ャ
カ
の
使
わ
れ

方
は
様
々
だ
。

サ
イ
ン
の
作
り
方
は
、
親
指
と
小
指
を
真
っ

直
ぐ
に
伸
ば
し
、
中
の
三
本
の
指
を
曲
げ
る
。

手
の
ひ
ら
を
相
手
に
向
け
る
パ
タ
ー
ン
と
自
分

に
向
け
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
横
回
転
に
シ
ェ

イ
ク
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（
こ
れ
は
挨
拶
で
手

を
振
る
よ
う
な
場
面
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
）。
ま
た
、
腰
前
に
手
の
ひ
ら
を
上
向
き
ま

た
は
下
向
き
に
し
て
出
し
た
り
、
肩
口
か
ら
腹

前
に
振
り
下
ろ
し
た
り
、両
手
を
用
い
た
り
と
、

様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
。

シ
ャ
カ
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、

最
も
有
力
な
の
は
、
オ
ア
フ
島
の
ラ
イ
エ
に
住

む
ハ
マ
ナ
・
カ
リ
リ
に
由
来
す
る
と
い
う
説
だ
。

サ
ト
ウ
キ
ビ
工
場
に
勤
め
て
い
た
彼
は
、
サ
ト

ウ
キ
ビ
搾
り
機
に
指
を
巻
き
込
ま
れ
て
三
本
の

指
を
失
っ
て
し
ま
い
、
農
園
鉄
道
の
警
備
員
に

配
置
転
換
さ
れ
た
。
当
時
、
汽
車
に
無
断
で

飛
び
乗
る
子
供
た
ち
が
い
た
た
め
、
彼
は
子
供

が
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら「
危
険
な
し
」

の
合
図
を
出
し
て
汽
車
を
発
車
さ
せ
て
い
た

が
、
指
の
な
い
方
の
手
で
合
図
を
出
し
て
い
た

の
で
、
子
供
た
ち
が
ふ
ざ
け
て
そ
れ
を
真
似
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
サ
イ
ン
を
シ
ャ
カ
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
理
由
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

１
９
６
０
年
代
、
リ
ッ
ピ
ー
・
エ
ス
ピ
ン
ダ
と

い
う
テ
レ
ビ
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
車
の
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
の
終
わ
り
に
こ
の
サ
イ
ン
を
出
し
て

「
シ
ャ
カ
、
ブ
ラ
！
」と
叫
ん
だ
の
が
始
ま
り
と

も
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
子
供
の
ビ
ー
玉
遊
び
の

用
語
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

こ
の
シ
ャ
カ
、
残
念
な
こ
と
に
、
近
年
ハ
ワ

イ
の
道
路
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
て
い
る
ら
し

い
。
２
０
１
２
年
に
７
８
９
名
の
ド
ラ
イ
バ
ー

を
対
象
に
し
て
行
わ
れ
た
調
査
で
は
、
他
の
ド

ラ
イ
バ
ー
に
お
礼
の
意
を
示
す
時
、
シ
ン
プ
ル

に
手
を
振
る
人
が
76
％
で
、
シ
ャ
カ
を
す
る
人

は
18
％
し
か
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
55
％
の
人

が
ハ
ワ
イ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
以
前
よ
り
親
切
で

な
く
な
っ
た
と
回
答
し
て
い
る
。
ハ
ワ
イ
の
運

転
マ
ナ
ー
に
ゆ
と
り
が
な
く
な
る
に
つ
れ
、シ
ャ

カ
も
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、

少
し
寂
し
い
気
も
す
る
。

挨
拶
の
力
に
気
づ
い
た
の
は
い
つ
ご
ろ
だ
ろ

う
か
。
私
の
母
は
挨
拶
を
良
く
す
る
人

で
あ
る
。
子
ど
も
心
に
、「
こ
ん
な
と
こ
ろ
／

こ
ん
な
人
に
も
挨
拶
す
る
の
か
」
と
思
っ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
る
。
日
本
で
は
挨
拶
を
す
る
機

会
が
減
っ
て
き
て
い
る
。
特
に
東
京
で
暮
ら
し

て
い
た
と
き
は
、
私
の
挨
拶
度
数
は
低
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
日
常
的
に
見
知
ら
ぬ
人
に
挨
拶

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
が
、
海
外
で
暮
ら
し
て
み
る
と
、
挨

拶（
お
礼
を
含
む
）を
す
る
こ
と
の
重
要
性
が

身
に
染
み
て
わ
か
る
。
初
め
て
長
く
暮
ら
し

た
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
気
軽
に
挨
拶
を
す
る
大

切
さ
を
学
ん
だ
。
日
本
で
学
ん
だ
英
会
話
で

は
、「Good m

orning!

（
グ
ッ
ト
モ
ー
ニ
ン

グ
）」で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
寮
生
活
で
は
軽
く

「m
orning!

（
モ
ー
ニ
ン
！
）」、
昼
間
に
会
え

ば「hi

（
ハ
イ
）」な
ど
、
挨
拶
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
学
び
、
相
手
か
ら
返
っ
て
く
る
反
応
を
み

て
は
、
そ
れ
が
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
過

程
を
楽
し
ん
だ
。

２
つ
め
の
滞
在
国
に
な
っ
た
サ
モ
ア
で
は
、

挨
拶
は
日
常
の
生
活
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
サ
モ
ア
語
の
挨
拶
は
日
本
の
よ
う

に
時
間
帯
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
な
い
。
初
め

て
会
っ
た
人
と
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
人
に
は

「Talofa

（
タ
ロ
フ
ァ
）」で
、日
常
的
に
は「M

alo

（
マ
ロ
）」
あ
る
い
は
少
し
丁
寧
に「M

alo le 
soifua

（
マ
ロ 

レ 

ソ
イ
フ
ア
）」と
い
う
。
サ
モ

ア
は
小
さ
な
島
社
会
で
あ
る
た
め
に
、
日
本
ほ

ど
で
は
な
い
が
、
外
国
人
は
目
立
つ
存
在
と
な

る
。
ど
こ
を
ふ
ら
ふ
ら
と
歩
い
て
い
て
も
、
必

ず
誰
か
に
ジ
ー
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

視
点
を
か
わ
す
た
め
に
、
例
え
、
通
り
す
が
り

の
人
に
で
も
、
と
り
あ
え
ず「M

alo
」
と
い
っ

て
み
る
。
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
相
手

も
好
意
的
に「M

alo

」
と
返
し
て
く
れ
、
引
き

続
き「
元
気
？
」
と
聞
い
て
く
れ
る
。
日
本
人

も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
サ
モ
ア
人
は
外
国

人
が
自
国
の
言
葉
を
積
極
的
に
話
し
て
く
れ
る

の
が
う
れ
し
い
ら
し
い
。
私
が
東
京
で
身
に
つ

け
た
挨
拶
へ
の
抵
抗
感
が
か
な
り
低
く
な
っ
た

の
は
こ
の
サ
モ
ア
で
の
経
験
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。

国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
3
年
お
世
話
に

な
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
経

験
か
ら
現
地
語
で
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
心
が

け
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
は「Selam

at 

（
ス
ラ

マ
ッ
）」に
続
く
言
葉
が
時
間
帯
に
よ
っ
て
変
化

す
る
。
メ
ダ
ン
の
ホ
テ
ル
で
は
、
フ
ロ
ン
ト
に

用
事
が
あ
っ
て
出
か
け
る
た
び
に
、
時
計
を
み

て
、「
う
ー
ん
、
今
は
ま
だ
シ
ア
ン
で
い
け
る
か

な
」
と
か
考
え
て
、
挨
拶
を
し
た
の
が
懐
か
し

い
。
フ
ロ
ン
ト
の
方
々
は
、
私
が
目
が
あ
っ
た

後
に
、
い
つ
も
時
計
を
み
て
か
ら
挨
拶
を
す
る

の
に
、笑
い
な
が
ら
つ
き
あ
っ
て
く
れ
た
。一
方
、

ニ
ア
ス
島
は
サ
モ
ア
に
似
て
い
て
、
あ
ら
ゆ
る

挨
拶
が「Ya'ahoow

u

（
ヤ
ホ
ー
ヴ
）」
の
一
言

で
事
足
り
る
。
村
で
会
う
人
、
会
う
人
に
、
そ

れ
こ
そ
に
っ
こ
り
笑
っ
て「
ヤ
ホ
ー
ヴ
」と
い
っ

て
歩
い
た
ら
、
す
べ
て
の
人
か
ら
笑
顔
で「
ヤ

ホ
ー
ヴ
」
と
返
っ
て
き
た
。
ニ
ア
ス
島
が
そ
う

い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
笑

顔
つ
き
の
挨
拶
は
最
強
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
技
術
か
も
し
れ
な
い
。

挨
拶
は
人
間
関
係
を
潤
滑
に
し
、
思
わ
ず

笑
顔
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
子
ど
も
に
は
挨

拶
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
、
日
々
、

親
の
方
が
挨
拶
を
心
が
け
て
い
る
。
海
外
へ

行
っ
た
ら
、
現
地
の
言
葉
で
挨
拶
を
し
て
み
て

ほ
し
い
。
絶
対
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
発
見
で

き
る
こ
と
間
違
い
な
し
で
あ
る
。

本
本
誌
第
二
〇
号
の
エ
ッ
セ
イ
で
も
若
干
触

れ
た
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
系
文
化
を
相
手
に

し
て
い
る
と
立
ち
話
の
際
の
対
人
距
離
の
近
さ

の
み
な
ら
ず「
い
ま
だ
に
苦
手
な
の
は
う
ら
若

き
女
性
と
の
挨
拶
、
そ
う
、
左
右
の
頬
に
接
吻

と
い
う
代
物
」（『
コ
ス
モ
ス
』
二
〇
号
、

二
〇
一
二
年
、
四
頁
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
も

親
し
い
間
柄
に
な
る
と（
と
い
っ
て
も
決
し
て

恋
愛
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
親
友
と

い
っ
た
程
度
で
も
）こ
れ
に
抱
擁（
ハ
グ
）と
い

う
行
為
ま
で
加
わ
る
の
だ
か
ら
始
末
が
悪
い
。

た
ま
た
ま
街
路
で
出
会
っ
た
知
り
合
い
で
さ

え
、相
手
が
女
性
で
あ
れ
ば
ま
ず
両
頬
に
接
吻
、

そ
し
て
時
に
は
抱
擁
、
そ
こ
か
ら
よ
う
や
く
時

候
の
話
題
や
近
況
を
ひ
と
し
き
り
お
喋
り
。
で

は
用
事
が
あ
る
の
で
ま
た
ね
、
と
い
う
別
れ
際
、

ふ
た
た
び
接
吻（
も
ち
ろ
ん
両
頬
）、時
に
抱
擁
。

相
手
が
ま
だ
一
人
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
こ
れ
が

数
人
連
れ
な
ら
ば
時
間
の
か
か
る
こ
と
…
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
濃
厚
な
日
常
を

送
っ
て
き
た
人
た
ち
が
ひ
と
た
び
逆
の
異
文
化

世
界
に
飛
び
込
む
と
ど
う
な
る
の
か
。
数
年
前

に
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ

ス
テ
ラ
大
学
で
知
り
合
っ
た
情
報
工
学
科
の
学

生
、
ま
だ
来
日
経
験
は
な
い
も
の
の『
Ｏ
ｎ
ｅ 

Ｐ
ｉ
ｅ
ｃ
ｅ
』に
原
書
で
熱
狂
し
、
ウ
ェ
ブ
上
の

日
本
の
お
笑
い
番
組
に
字
幕
無
し
で
爆
笑
す
る

い
わ
ゆ
る「
Ｏ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｕ（
お
タ
ク
）」な
の
だ
が
、

念
願
か
な
っ
て
日
本
の
大
学
に
留
学
を
果
た
す

こ
と
に
な
っ
た
。

憧
れ
の
日
本
留
学
、
し
か
も
来
日
直
後
に
カ

ノ
ジ
ョ
も
で
き
た
ら
し
く
、
さ
ぞ
か
し
絶
好
調

な
の
か
と
思
い
き
や
、
数
ヵ
月
後
に
再
会
し
て

み
る
と
ど
こ
と
な
く
元
気
が
な
い
。
気
候
や
食

事
が
合
わ
な
か
っ
た
の
か
、
さ
て
は
早
々
に
カ

ノ
ジ
ョ
に
振
ら
れ
た
の
か
、
さ
っ
そ
く
問
い
た

だ
し
て
み
る
と
、
食
事
は
何
で
も
美
味
し
い
し
、

日
本
人
の
友
人
た
ち
は
皆
親
切
だ
し
、
も
ち
ろ

ん
カ
ノ
ジ
ョ
と
も
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
だ
け

れ
ど
、
ど
う
も
距
離
感
を
感
じ
て
し
ま
う
と
い

う
。「

だ
っ
て
人
に
会
っ
た
と
き
に
、何
て
い
う
か
、

ぐ
っ
と
く
る
も
の
が
な
い
ん
っ
す
よ
。
そ
れ
で

テ
ン
シ
ョ
ン
が
イ
マ
イ
チ
上
が
ら
な
く
っ
て
…
」

す
で
に
日
本
語
で
イ
マ
ド
キ
の
若
者
言
葉

の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
駆
使
す
る
彼
な
の
だ

が
、
ど
う
や
ら
挨
拶
の
習
慣
の
違
い
に
す
っ
か

り
戸
惑
っ
て
い
る
様
子
。
日
本
人
の
オ
ジ
サ
ン

で
あ
る
筆
者
が
濃
厚
な
挨
拶
に
辟
易
す
る
よ

う
に
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
ワ
カ
モ
ノ
も
淡
白
な
挨

拶
に
は
気
勢
を
そ
が
れ
る
も
の
ら
し
い
。
と
か

く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
言
語
に
と
ど
ま

る
も
の
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

一
九
六
三
年
、
三
池
炭
鉱
で
戦
後
最
大
の

炭
鉱
災
害
が
起
き
、
死
者
四
五
八
人
、
一

酸
化
炭
素
中
毒
患
者
八
三
九
人
を
だ
し
た
。
石

炭
産
業
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
政

策
の
も
と
で
、闘
う
労
働
者
を
大
量
に
解
雇
し
、

資
本
に
従
属
す
る
労
務
管
理
を
徹
底
さ
せ
る

な
か
で
、
安
全
へ
の
手
抜
き
が
こ
の
炭
じ
ん
爆

発
を
も
た
ら
し
た
。

　

五
十
年
目
の
二
〇
一
三
年
十
一
月
九
日
、
三

池
を
訪
れ
た
。「
合
理
化
と
労
働
災
害・職
業
病
」

の
構
造
的
関
係
を
目
に
焼
き
つ
け
る
た
め
で
あ

る
。
地
元
の
新
聞
・
放
送
局
は
五
十
年
目
の
特

集
を
組
ん
で
い
た
。
被
災
労
働
者
、
患
者
と
家

族
ら
が
主
催
す
る
集
い
の
名
称
は
、「
追
悼
」で

な
く「
抗
議
」
集
会
と
な
っ
て
い
た
。
な
ぜ
追

悼
で
は
な
い
の
か
最
初
は
理
解
し
き
れ
な
か
っ

た
。
重
度
の
Ｃ
Ｏ
中
毒
患
者
と
し
て
入
院
し
続

け
る
被
災
者
の
妻
は
、
放
送
局
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

で
五
十
年
の
区
切
り
と
い
う
声
が
あ
り
ま
す

が
、
に
対
し「
ど
う
い
う
意
味
で
区
切
り
で
す

か
、
区
切
り
に
な
り
ま
せ
ん
」、
ま
た
別
の
妻

は「
五
十
年
地
獄
で
し
た
」
と
答
え
た
。
企
業

は
被
災
労
働
者
と
被
災
家
族
へ
の
お
詫
び
を
い

ま
だ
に
こ
ば
み
、
Ｃ
Ｏ
中
毒
患
者
が
入
院
す
る

労
災
病
院
は
民
営
化
さ
れ
、
そ
の
際
に
国
が
約

束
し
た
医
療
充
実
な
ど
は
放
置
さ
れ
、
五
十
年

目
直
前
に
そ
の
約
束
の
解
消
を
国
が
口
に
し
は

じ
め
た
。

　

二
〇
一
四
年
一
月
二
十
一
日
に
三
池
に
誘
っ
て

く
れ
た
福
祉
研
究
者
、
田
中
智
子
さ
ん
を
体
育

学
部
の
衛
生
学
の
授
業
に
招
い
た
。
彼
女
は
、

学
生
達
に
労
働
災
害
を
学
ぶ
た
め
の
理
論
的
仕

組
み
を
解
き
、
地
元
テ
レ
ビ
局
の
五
十
年
目
の

特
集
番
組
を
み
て
考
え
る
こ
と
、
そ
し
て
最
後

に
一
つ
の
課
題
を
求
め
た
。

　

そ
れ
は
、
い
ま
も
災
害
を
起
こ
し
た
国
と
企

業
を
抗
議
し
闘
っ
て
い
る
Ｃ
Ｏ
中
毒
患
者
と
家

族
、
そ
れ
を
支
え
る「
三
池
に
生
き
る
人
た
ち
」

へ
の
手
紙
で
あ
っ
た
。
百
三
十
一
名
の
学
生
達

（
二
年
次
生
）の
手
紙
が
託
さ
れ
、そ
れ
に
対
し
、

三
月
末
、
天
理
大
学
体
育
学
部
の
皆
さ
ん
へ
の

返
事
が
届
い
た
。

　

番
組
制
作
Ｒ
Ｋ
Ｂ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は「
番
組

以
上
に
感
動
的
な
手
紙
で
す
。
や
は
り
澄
ん
だ

眼
で
み
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
」「
就

職
先
の
立
場
や
将
来
属
す
る
階
層
に
よ
っ
て
、

価
値
観
が
変
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
を
切
に

願
い
ま
す
。」、
番
組
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
答
え
た

七
十
五
才
と
な
っ
た
被
災
者
の
妻
は
、「
感
動

し
ま
し
た
。
い
た
だ
い
た
お
手
紙
は
娘
や
孫
だ

け
で
無
く
、
近
所
に
住
む
姉
の
と
こ
ろ
に
も

も
っ
て
い
っ
て
読
ま
せ
ま
し
た
。
う
れ
し
く
て

仕
方
が
無
い
と
い
う
気
持
ち
を
、
天
理
大
学
の

学
生
さ
ん
達
に
伝
え
た
い
で
す
。
ま
す
ま
す
、

頑
張
っ
て
い
こ
う
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま

し
た
。・
・
・
。
あ
り
が
と
う
。
あ
り
が
と
う
。」

と
書
か
れ
て
い
た
。

さ
て
、
三
池
へ
の
手
紙
と
三
池
か
ら
の
手
紙
、

す
で
に
三
年
次
生
に
な
っ
た
と
は
い
え
天
理
に

残
る
学
生
達
に
伝
え
な
く
て
は
、・
・
。
ま
だ

会
わ
な
い
人
々
へ
の
手
紙
が
他
人
に
伝
わ
り
、

理
解
し
あ
う
営
み
が
優
し
さ
と
力
を
持
つ
、
教

師
に
な
る
学
生
達
に
生
き
る
授
業
の
方
法
が
あ

る
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
も
・
・
。

私
も
五
十
一
年
目
、
五
十
二
年
目
と
三
池
を

訪
ね
る
こ
と
が
続
き
そ
う
だ
。

「
あ
い
さ
つ
」と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、
作
家

の
中
野
重
治
を
思
い
出
す
。妻
の
原
泉（
女

優
）に
宛
て
た
手
紙
の
末
尾
で
リ
フ
レ
ー
ン
の

よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る「
ア
イ
サ
ツ
」
と

い
う
言
葉
が
連
想
さ
れ
る
か
ら
だ
。
ア
イ
サ
ツ

は
、『
愛
し
い
者
へ
』と
い
う
表
題
以
上
に
書
簡

集
全
体
を
象
る
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
私

の
記
憶
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

文
学
史
か
ら
す
れ
ば
、
中
野
重
治
の
作
品
は

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
属
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ

ん
な
分
類
な
ど
一
介
の
読
者
に
と
っ
て
は
大
し

た
問
題
で
は
な
い
が
、
中
野
が
共
産
党
へ
の
入

党
、
逮
捕
、
転
向
、
再
入
党
、
除
名
と
多
く
の

苦
難
を
味
わ
い
な
が
ら
も
、
生
涯
誠
実
に
左
翼

運
動
に
コ
ミ
ッ
ト
し
続
け
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
そ
ん
な
政
治
姿
勢
だ
け
で
な
く
、
彼
の
生

き
方
そ
の
も
の
に
、
良
い
意
味
で
田
舎
者
ら
し

い
真
率
さ
が
貫
か
れ
て
い
た
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
自
身
の
年
譜
に
第
四
高
等
学

校
で「
留
年
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
、自
分
は
断
じ
て「
留
年
」な
ど
し
て
い
な
い
、

「
落
第
」し
た
の
だ
と
反
論
し
た
あ
た
り
に
も
、

虚
飾
を
嫌
う
彼
の
真
率
さ
が
う
か
が
え
な
い
だ

ろ
う
か
。
何
だ
か
男
ら
し
い
の
で
あ
る
。
私
の

よ
う
な
軟
弱
な
男
か
ら
す
る
と
、
恐
れ
入
っ
て

し
ま
う
ほ
ど
硬
派
な
の
だ
。

そ
ん
な
中
野
重
治
が
、
お
よ
そ
政
治
と
無
縁

だ
っ
た
堀
辰
雄 　
　

 

あ
る
辞
典
に「
純
粋
な

愛
と
死
を
フ
ラ
ン
ス
文
学
的
な
叙
情
で
描
き
上

げ
た
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
都
会
的
で
西
洋
的

な
作
家 　
　

 

と
生
涯
親
し
く
交
わ
っ
た
と
い

う
事
実
を
知
っ
た
時
は
驚
い
た
。
誰
し
も
そ
う

思
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
堀
辰
雄
に
師
事
し
た

中
村
真
一
郎
で
さ
え
中
野
に「
い
つ
頃
か
ら
堀

さ
ん
と
は
道
が
分
か
れ
ま
し
た
か
」
と
質
問
し

た
と
い
う
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
そ
の
問
い
に

対
す
る
答
え
も
ま
た
中
野
重
治
ら
し
い
。「
堀

と
は
道
が
分
か
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な

い
」。
こ
の
言
葉
に
嘘
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
中

野
の
詩
集
を
読
む
と
、
門
外
漢
の
私
に
さ
え
分

か
る
気
が
す
る
。「
お
ま
え
は
赤
ま
ま
の
花
や

と
ん
ぼ
の
羽
根
を
歌
う
な
」
と
い
う
力
強
い
詩

は
、
赤
ま
ま
や
と
ん
ぼ
を
愛
し
て
や
ま
ぬ
詩
人

だ
か
ら
こ
そ
書
け
た
と
い
う
当
た
り
前
の
事
実

に
気
づ
け
ば
、
堀
辰
雄
の
作
品
を
愛
し
た
こ
と

だ
け
で
な
く
、
終
生
妻
に「
ア
イ
サ
ツ
」
を
送

り
続
け
た
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
。
エ
ル
ガ
ー

の
楽
曲
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
挨
拶
は
広

い
意
味
で
愛
の
行
為
な
の
だ
か
ら
。

も
う
天
理
大
学
生
は
手
紙
な
ど
書
か
な
く

な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
私
自
身
、
文
学
の
専
門
家

で
は
な
い
が
、
以
前
に
比
べ
れ
ば
文
学
を
専
攻

す
る
先
生
も
学
生
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
寂
し
い
。
し
か
し
、
挨
拶
だ
け
は
天
理

大
学
に
ま
だ
生
き
て
い
る
。
学
長
先
生
か
ら
新

入
生
ま
で（
も
ち
ろ
ん
全
員
で
は
な
い
が
）ほ

と
ん
ど
見
ず
知
ら
ず
の
私
に
挨
拶
を
し
て
く
れ

る
大
学
っ
て
、
そ
う
は
な
い
と
思
う
。

昨
今
、
国
際
的
な
舞
台
で
活
躍
す
る
日
本

人
ス
ポ
ー
ツ
選
手
を
目
に
す
る
機
会
が

増
え
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー

ム
や
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
に
移
籍
す
る
よ
う
な
選

手
は
、
移
籍
先
の
関
係
者
ら
に
握
手
で
応
じ
、

時
に
は
英
語
で
の
堂
々
た
る
挨
拶
を
記
者
会
見

で
披
露
し
て
い
る
。「
う
っ
す
」や「
ち
わ
っ
す
」

と
い
っ
て
首
だ
け
で
ぺ
こ
り
と
お
辞
儀
を
す
る

か
つ
て
の
典
型
的
な「
体
育
会
系
」の
挨
拶
は
、

さ
す
が
に
国
際
的
な
挨
拶
と
し
て
は
通
用
し
そ

う
も
な
い
。
例
外
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

イ
タ
リ
ア
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
で
活
躍
し
て
い
る

長
友
佑
都
選
手
の
ゴ
ー
ル
を
決
め
た
後
に
深
々

と
お
辞
儀
を
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス（
！？
）ぐ
ら

い
だ
ろ
う
か
。
チ
ー
ム
メ
イ
ト
ら
も
日
本
人
の

お
辞
儀
を
半
ば
面
白
が
る
よ
う
に
真
似
て
い
た

が
、
ピ
ッ
チ
上
の
し
か
も
プ
レ
イ
の
合
間
で
の

お
辞
儀
は
、
見
て
い
る
私
た
ち
日
本
人
に
は
な

ん
と
も
受
け
入
れ
が
た
い
よ
う
な
違
和
感
を
覚

え
る
。

お
辞
儀
で
の
挨
拶
と
い
え
ば
、
日
本
で
は
特

に
学
生
ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
、
試
合
前
後
に
両

チ
ー
ム
が
一
列
に
な
っ
て
向
き
合
い
礼
を
す
る
。

礼
に
始
ま
り
礼
で
終
わ
る
習
慣
で
あ
る
。
こ
ち

ら
の
ほ
う
は
、
学
校
体
育
や
部
活
動
で
見
慣
れ

た
当
た
り
前
の
動
作
と
し
て
す
ん
な
り
と
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
年
で
は
、
子
供
た
ち
の
ス
ポ
ー
ツ
の
試
合

に
も
国
際
的
な
挨
拶
と
し
て
の
握
手
が
浸
透
し

て
き
た
。
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
で
は「
リ
ス
ペ

ク
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
活
動
を
推
進
す

る
な
か
で
、「
対
戦
相
手
や
審
判
ら
の
目
を
し
っ

か
り
見
て
握
手
し
よ
う
」と
呼
び
か
け
て
い
る
。

互
い
に
目
線
を
合
わ
さ
な
い
お
辞
儀
と
は
対
照

的
に
映
る
。

い
ま
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
ス
ポ
ー
ツ
は
、

ピ
ッ
チ
や
競
技
場
で
の
握
手
は
当
た
り
前
と
な

り
、
選
手
ら
は
互
い
に
称
え
あ
う
表
現
の
一
つ

と
し
て
自
然
に
抱
き
合
う
。
少
年
少
女
の
ス

ポ
ー
ツ
で
も
、
得
点
を
決
め
る
と
み
ん
な
で
抱

き
合
っ
て
喜
ぶ
。
日
本
人
が
苦
手
と
す
る
ス
キ

ン
シ
ッ
プ
も
克
服
し
つ
つ
あ
る
。

さ
て
、
次
な
る
ハ
ー
ド
ル
は
、
互
い
の
左
右

の
頬
を
交
互
に「
チ
ュ
ッ
、
チ
ュ
ッ
」と
す
る
ス

タ
イ
ル
の
挨
拶
か
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
表
彰
式

や
競
技
者
同
士
が
こ
の
両
頬
の
キ
ス
を
す
る
姿

を
見
か
け
る
。
さ
す
が
、
国
際
派
の
選
手
た

ち
。何
で
も
な
い
か
の
よ
う
に
自
然
に
交
わ
す
。

今
年
4
月
に
サ
ッ
カ
ー
の
Ｕ-

17
女
子
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
で
優
勝
と
い
う
快
挙
を
成
し
遂
げ
た

「
リ
ト
ル
な
で
し
こ
」だ
が
、
表
彰
の
際
に
こ
の

両
頬
の
キ
ス
に
た
じ
ろ
ぐ
姿
が
あ
っ
た
。
日
本

人
同
士
の
握
手
や
ハ
グ
は
容
易
に
想
像
で
き
る

が
、
両
頬
に
キ
ス
は
ど
う
に
も
浸
透
さ
せ
づ
ら

い
、
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
挨
拶
だ
。

イ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
ブ
ル
ネ

イ
の
三
国
に
ま
た
が
る
ボ
ル
ネ
オ（
カ
リ

マ
ン
タ
ン
）島
の
先
住
諸
民
族
は「
ダ
ヤ
ク
」と

総
称
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
イ
ス
ラ
ー

ム
が
国
教
な
い
し
公
認
宗
教
と
さ
れ
、
ア
ラ
ビ

ア
語
の「
ア
ッ
サ
ラ
ー
ム
・
ア
レ
イ
ク
ム
」（
あ

な
た
の
上
に
神
の
平
安
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
）

が
出
会
い
頭
や
別
れ
際
の
挨
拶
と
な
っ
て
い

る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
も

類
似
の
挨
拶
が
あ
る
。
だ
が
、
ダ
ヤ
ク
諸
族
の

大
半
は「
こ
ん
に
ち
は
」「
さ
よ
な
ら
」
と
い
っ

た
表
現
を
も
た
な
い
。

筆
者
が
長
年
調
査
し
て
い
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
州
の
カ
ヤ
ン
系
言
語
民
族
の

村
々
で
は
、
朝
起
き
て
川
へ
水
浴
び
・
排
泄
に

行
く
こ
と
か
ら
一
日
が
始
ま
る
。
水
浴
用
の
サ

ロ
ン
に
着
替
え
、
バ
ス
タ
オ
ル
を
首
に
か
け
て

高
床
式
家
屋
の
階
段
を
下
り
る
と
、
隣
家
や
道

端
か
ら「
ど
こ
に
行
く
の
？
」
と
村
人
た
ち
の

声
が
飛
ん
で
く
る
。
私
の
格
好
を
み
れ
ば
聞
く

間
で
も
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
が
カ
ヤ
ン
式
の
挨

近藤　雄二
（こんどう　ゆうじ）

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。

見知らぬ人たちへの
「あいさつ」、手紙がもつ
優しさとパワー

大平　陽一
（おおひら　よういち）

1955年生まれ。
地文研専任研究員。
映画研究、ロシア文化論専攻。
共同研究部門担当。

アイサツを送ります

田里　千代
（たさと　ちよ）

1968年生まれ。
地文研兼任研究員。
スポーツ人類学専攻。
国際参加プロジェクト担当。

国際派スポーツ人
の挨拶

奧島　美夏
（おくしま　みか）

1969年生まれ。
地文研兼任研究員。
文化人類学、東南アジア地域研究専攻。
　　　

声がけが「敵」を
「隣人」にする

井上　昭洋
（いのうえ　あきひろ）

1961年生まれ。
地文研専任研究員。
文化人類学専攻。
国際参加プロジェクト担当。

シャカ

倉光　ミナ子
（くらみつ　みなこ）

地文研兼任研究員。
ポリネシア地域研究、
人文地理学専攻。
国際参加プロジェクト担当。

挨拶、あれこれ

山本　匡史
（やまもと　ただし）

1960年生まれ。
地文研専任研究員。
文化人類学専攻。
教育部門担当。

濃厚な挨拶、
淡白な挨拶
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『フィールドワーキング 
　― 日常を再発見するための方法 ―』

　�天理大学地域文化研究センター��編

2014年3月26日発行

『経営と宗教』

　　　　　住原則也��編著

東方出版、2014年3月26日発行

卒業生からのメッ
セージ

　 　 　 近 藤  侑 子（国際文化学部 2008 年卒）

伝える道具である言
葉ができないことに
よって、大きく活動
が制限されることに
なります。外国語劇
の最大の利点は、セ
リフを丸暗記するこ
とで、外国語であっ
ても感情を込めて、
思い切り現地の人々
にぶつけることがで
きることです。何度
も練習を重ねた激し
い動きや豊かな感情表現に、普段劇を見る機会がないカンボジア
の子どもたちはとても驚いて、泣き笑い、感動してくれたようで
した。文化と言葉の壁を乗り越えて世界の人々と共有した感動は、
グローバルに展開していく人類社会の一員である喜びと責任を感
じてもらえる絶好の機会になったのではないかと思います。

国際協力活動の視察や異文化体験
今回のプロジェクトでは、国際協力活動のレクチャーを聞き、

貧困層の支援をしている現場を訪問しました。中でも、プノンペ
ン郊外にある資源ゴミ集積所周辺のスラム街で、社団法人 JLMM
が運営している「子どもの家」という就学前教育施設でもカンボ
ジア語劇を上演して、支援活動を視察しました。その他、ポル・
ポト政権下で行われた虐殺の跡地「ツールスレン博物館」や「キリ
ング・フィールド」の視察、村での１泊二日のホームスティなど
の様々な体験を含んでいます。子どもたちに喜んでもらおうとひ
た向きに努力する「他者への献身」の心を学び、海外に出て異文
化を体験的に学ぶことで、真の教養を身に着け、人格を磨き、更
に有意義な今後の学生生活の糧となることを祈っています。

ハードルの高い外国語劇の苦労と達成感
今回参加した22名の学生（国際学部8名、人間学部10名、体

育学部4名）は誰一人カンボジア語ができません。それでも参加
学生は与えられた役柄に応じ、カタカナ表記のカンボジア語のセ
リフを一生懸命に暗記して、感情表現、舞台での立ち位置、小道
具を使った細かい動きを何度も何度も練習して、子どもたちが感
動するまでの外国語劇を仕上げました。現地活動を終えた学生の
感想からは、満足いく劇を仕上げるために必死に練習した苦労と、
活動後の達成感を感じます。

半年間という「限られた時間の中で劇
を完成させるのは難しくて、正直本当に
辛かった」。それでも、苦労した成果があ
り「子供たちは笑ったり、驚いたり、泣
いてしまったり、自分たちの劇にしっか
り反応してくれ、ちゃんと伝わっていた
ようだった。さらに、実際に劇を見た子
どもたちが「劇でやってもらったような
クラスにしていきたい」「これからも色々
学べるような劇をしてもらいたい」「いじ
めのない仲のいいクラスを作っていきた
い」「素晴らしい劇をありがとう」と言っ
てくれた。子どもたちの言葉に感動して
泣きそうだった。」（国際学部4回生）
「劇をすることによって、こんなにも言い表せないほどの達成感

を得られるとは思ってもみなかった。また、目的を達成すること
も大事だが、それまでの過程の大切さにも気付く事が出来た。こ
の経験を忘れずに、これからの人生に活かして行けるようにした
い。」（宗教学科4回生）

カンボジアでの教育支援と「国際参加」
海外でボランティア活動をする際に、学生にとって最も困難を

感じることは「言葉の壁」であると思います。相手に自分の意思を

　本書は、2010年度～2013年度にわたっておこなわれた本セン
ター主催の共同研究会「国際参加のためのフィールドワーク研究」の
成果本として出版された。執筆者（共同研究者）はいずれも本センター
の選任・兼任研究員であり、フィールドワークを重要な調査研究方法
論として学術的実績を重ねると同時に、教育現場においてもこれを
実践してきた。
　本共同研究では、フィールドワークを「経験的知覚を分析的知識に
たかめるための技術」として捉えなおすことで、たんに異文化を理解
するための方法論というだけではなく、自／他をとわず広く文化や社
会を読み解くためのリテラシーとして活用すべく議論を重ねてきた。
　本書ではそのようなリテラシー教育としてのフィールドワークの有
効性について、豊富な授業事例を中心に紹介している。フィールドワー
クを共通言語とした、学部や学科という枠組みを越えたこのような
取り組みは、同時に今後の本学の教育研究において本センターが担
うべき重要な役割を示唆するものであるといえよう。� （山本匡史）

　本書は、2010年秋より2013年春まで行われた本センター主催
の共同研究会「宗教哲学と企業経営者の関係をめぐる総合的研究」
の成果本であり、通常あまり扱われないテーマである、
１、経営者と宗教（天理教、仏教、キリスト教、イスラム教など）の関
係について、
２、宗教を宗教組織のある宗教に限定せず、「宗教的」と呼んでよい
現象と実業人について、
３、当事者に信仰は不在でも、宗教文化そのものがビジネスとして
活用されていること、
など、「宗教」が「メタ理念」として、経営やビジネスの場にどのように
作用しているのかを、序章では理論的解説が行われ、続く各章では
多様な具体的事例が紹介されている。
「メタ理念」とは編著者の造語であり、宗教的な教え・思想という一
つの「知識・知恵の貯蔵庫」から実業家・ビジネスマンは、現実に適
用できるようにその知識・知恵を「解釈」しているところから、「理念」
のための「理念」となっているという意味合いである。� （住原則也）

▲ �JICA カンボジア事務所で
国際協力活動のレクチャー
を聞く

▲タアエ村でのホームスティ

　こんにちは。私は天理大学国際文化学部アジア学科中国語コー
ス2008 年度卒業生の近藤侑子と申します。
　現在、台湾で日本語教師をしています。
　元々外国語は苦手分野で、英語はもちろん中国語なんて全く話せ
ないゼロの状態で大学に入学しました。当時は入学後に専攻言語
を選べたので、日本に近い国で漢字圏の言葉を勉強しようと思い、
中国語を専攻したわけですが、専攻したからには絶対に中国語を話
せるようになって卒業しようと決意し、在学中は崑崙会や漢語会話
班など学科会活動に積極的に参加していました。大学祭で行われ
る語劇、また台湾での語劇公演に参加させていただいたことをきっ
かけに、外国語を話すことや、私にとっての“海外”がより身近なも
のとなりました。そして北京師範大学で一年間交換留学させていた
だいたことで、生活に困らない程度まで中国語力がついたと思いま
す。帰国後はさらに広い世界に触れたいと思い、中国台湾を問わず、
たくさんの留学生との交流を積極的に行いました。
　そんな折、国際参加プロジェクトの存在を知り、私自身もともと
子供が大好きなこと、言葉が全く分からない土地で自分にできるこ
との可能性を試してみたい！という好奇心、そして、学生時代に参
加できる最後のチャンスだったこともあり、迷わず申し込みました。
　当時の国際参加プロジェクトは、インドネシアの離島、ニアス島
というところで、日本語を使って、現地の小学生に体育と音楽の授
業をするという活動でした。海外の子供たち相手に日本語のみを
使って授業をする上で、現地の方々や子供たちの心に、日本人の大
学生である私から何を残してあげられるのだろうかという大きな不
安がありました。しかし、実際に純粋無垢な子供たちやニアス島の
方々のすてきな笑顔に出会い、そんな不安はすべてなくなり、目の
前にあるやるべきことに誠意を尽くすことで、自ずと答えは見えてき
ました。今思えば、私の将来は先のプロジェクトに参加したことで
決まったような気がします。
　卒業後、日本語教師を目指して資格を取得し、奇しくも台湾で、

幼稚園の日本語先生という仕事に巡り合うことができました。
　仕事をする上で、いつも心掛けていることは、『喜んでいただく』
ということです。自分の仕事内容で相手に喜んでいただく、自分に
来た仕事は喜んでいただく…。おかげさまで、さまざまな場面で成
長させていただいている毎日です。今の仕事では、園児たちに日本
語劇の指導をすることもあるので、自分が大学生時代に参加した
語劇の経験がとても役に立っています。どこでどんな経験が生きて
くるか、わからないものですね。
　昨年末には新人として勤めていた1年間を評価され、社内にいる
20 名の日本語教師を代表して、会社から最佳員工（最優秀社員賞）
という賞をいただきました。日本語教師として地道に培ってきたこ
とが、いま花開いたことが嬉しく、このたびの受賞を大変光栄に思
います。反面、やっと自分もスタートラインに立てたという思いです。
これからも引続き喜び勇んで参りたいと思います。

何嘉仁國際文教集團
Hess International Educational Organization
社員数3500名（外国籍教師内600名）
1983年創立

幼稚園の運営だけでなく、子供から社会人までを対象にさまざまな語
学教育サービスを提供する、大手の教育機関である。現在台湾全土で
200 校以上の幼稚園と塾を経営している。

会社概要

2014年2月15日より27日まで、カンボジアでは3回目とな
る、第14回「国際参加プロジェクト」の現地活動を実施してきました
ので報告いたします。カンボジアでは、小学校を訪問して情操教育
の手法を用いた教育支援活動を実施してきました。活動内容は、昨
年に引き続き、カンボジア語劇による道徳教育と外国語教育です。 
今回は、プノンペン市内のサーマキ小学校、シエムリアプ市郊外の
タアエ小学校、そしてプノンペン郊外のスラム街で教育支援をしてい
る JLMM「子どもの家」の３つの場所で語劇を上演しました。

新刊案内

劇を楽しむ子どもたち

◀感情のこもった
　道徳教育の劇

日本語、中国語、▶
英語を教える　

外国語劇　

▲�劇の後に勉強した外国語
のカードと折鶴を贈呈

◀ JLMM
　「子どもの家」
　の校舎

▲�子どもたちとの集合写真 (サーマキ小学校）

「国際参加プロジェクト」報告
地域文化研究センター専任研究員　関本　克良

第14回活
動
報
告
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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（　　　　　）』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、地文研のスタッフ、協力者、卒業
生による「エッセイ」を掲載します。

『コスモス』第23号
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　時は静止していない。時は止まってはいない。時の重さは支配できない。月日はともに移りゆく。わたしは二つの世界に住ん
でいる。旅に終わりはない。旅をわたしたちの存在のメタファーと捉えるなら、わたしは旅人だ。
　旅は危険な道だ。わたしたちを駆り立て成長させる冒険だ。それは世界を開き、刺激し、教えてくれる。旅は知の探求の途上で、
私たちに神秘的で秘密めいたものを発見させる。自らを動かし、未来へと進むことだけで十分だろう。旅は、ジェームズ・ジョ
イスが『ユリシーズ』で描いたように一日の場合もあるし、ホメロスの『オッデュッセイア』の場合のように何か月も何年も続く
こともある。そしてときには一生続くこともある。学術的で芸術的なオデュッセイアは、内的な自己自身の裡への旅といえるだ
ろう。それは、記憶のオデュッセイア、あるいは未知のものを誘発する旅であり、発見しようとする試みにおいて、意味と自ら
の同一性を探し、そうして自らの眺望を他人と分かつための旅である。
　わたしは、見知らぬ社会と見知らぬ文化の中にいるアウトサイダーとして、まさにそのことをなそうとこれまで試みてきたし、
また今も試みてもいる。異国の生活は自らが生まれた国や選ばれた場所からの距離を作り出す。未知の言葉を使うことも自己自
身からの距離を作る。思考、身振り、そして声さえも、定義し直される。
　古代の英雄たちが旅をはじめるのに、たとえば船に乗らなくてはならなかったとすれば、インターネット時代の今では、ヴィジュ
アルなオデュッセイアが可能だ。時を飛び越え、現実から夢の世界へ抜け出るような空想世界への動かぬ旅が可能だ。時間と
空間の感覚は、超現実的な次元へと押しやられる。
　一般的には、時間と空間は国際的に理解可能な概念だが、それぞれの社会や文化において特殊で独自の位置をとりうる。た
とえば日本の芸術や音楽における「間」という概念は、西洋において感じられる時間に疑問を投げかける。それになじむためには、
心理的、身体的、抽象的に学習されたものを一時的に忘れなければならない。「間」とは、二つのあるいは複数の、物や出来事
の連なりの中での自然な距離と呼ぶことができるかもしれない。
　見知らぬ世界に住む放浪者は、「間」における生と同一化できるだろうか？そうした放浪者は「間」の中に囚われているのか？
よそ者はどんな立場をとるのか？わたしはどんな立場をとるのか？
　日本語の「時間」と「空間」を分解すると「間

ま
」と「空

うつ
」が現れ、芸術や文学や建築で効力を発揮するような全く別の豊かな意

味合いの抽象的な意味が生じてくる。ドイツ文学におけるゲーテの『ヴェルター』の愛と絶望の悩みを、「間
ま

」のひとつの形式と
呼べるかもしれない。「空

うつ
」とは空白であり無であるが、「うつろひ」は動きの中の瞬間である。

　振り返ると天理での24年間は、時空のこうした動きの中の一瞬のように思われる。旅の途中の一瞬のようにである。その間、
さまざまことが変わった。近年の大学変革は、大学教育を高校以下のものにし、研究を弱体化した。知識や学術的な冒険への
探求に何が残るのだろう？新しいシステムは学生の思考の自律を弱めるだろう。まさにこのことこそが、社会の未来にとってと
ても重要なものであるはずなのに。これはいまやあなたがたの課題となるだろう。
　人間は未知の一区間を共に歩み、そののち再び自らの未来へと帰っていく。オデュッセイアは別の素材へと変化することで終
わりを告げる。しかし、この定年退職は、わたしに、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』のような見方をとらせないし、
また『小町風伝』の小野小町のようなメランコリックなさまよいをさせることもない。時空における旅はさらに続く。
　よりよき未来へ向かって一緒に歩みましょう。ともに道の途中をいっしょに歩んでくれた方々すべてに感謝を申し上げます。

感じられる時間
特別寄稿

マリオン・ゼッテコルン
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