
安
藤
妙
子

＋
後
藤
彩
子

＋
櫻
井
悟
史

＋
プ
ラ
ダ
ン
・
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン

＋

三
谷
宗

一
郎

＋
村
田
純
＋
宮
野
公
樹

言
つ
ま
で
も
な
く
、
学
際
や
分
野
越
境
と
い
う
言
葉
は
、
明
ら

か
に
分
野
間
の
壁
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
”
あ
た
り
前
“

↑
)
 

に
敏
感
に
な
る
難
し
さ
と
同
様
に
、
学
際
や
総
合
知
な
る
も
の
が

よ
し
と
さ
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
に
疑
問
を
持
つ

の
も
ま
た
難
し
い
。
な
ぜ
「
学
際
」
が
い
い
の
か
、
と。

こ
こ
で
、
世
間
は
「
課
題
解
決
」
を
持
ち
出
す
。
複
雑
化
し
た

課
題
を
解
決
す
る
に
は
複
数
分
野
の
連
携
が
必
要
で
あ
る
、
と
。

そ
れ
は
そ
の
通
り
。
し
か
し
そ
れ
は
理
由
の
半
分
で
し
か
な
い
。

学
際
、

学
際
（
性
）
と
は
、
学
問
本
来
の
性
臼
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
学

問
で
あ
れ
ば
必
ず
学
際
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
や
た
ら
と
虚
子

際
研
究
”
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
現
状
は
、
我
々
の
学
問
が
如
何

に
そ
の
常
態
と
し
て
の
学
際
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
端

的
に
表
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
学
際
推
進
の
真
に
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
学
際
研
究
の

定
義
(m
ulti'
や
ら
、
inte
r'
や
ら
、
trans
,d
is
ciplinary
や
ら
）
で

〈

3〉

わ
い
わ
い
盛
り
上
が
る
こ
と
で
も
な
く
、
政
策
誘
迫
で
学
際
研
究

挑
戦
か
ら
日
常
へ
。

超
え
る
の
で
は
な
く
辿
る
、

二
つ
の
文
化

迎祓企画 216 
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な
る
も
の
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
で
も
な
く
、
学
際
研
究
と
い
う
言

葉
の
梢
滅
で
し
か
な
い
。

そ
ろ
そ
ろ
こ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
い
つ
か
は
こ
の

「学
際
ブ
ー

ム
」
も
終
わ
る
だ
ろ
う
。
が
、
果
た
し
て
ど
う
終
わ
る
の
か
。
ま

た
次
の
な
ん
ち
ゃ
ら
ブ
ー
ム
は
も
う
い
ら
な
い
。
ま
っ
と
う
な
専

門
、
土
義
（
専
門
第

．
主
義
で
は
な
い
）
に
立
ち
返
れ
ば
い
い
だ
け

で
あ
る
。
冒
頭
に
ポ
LI

い
た
よ
う
に
、
専
門
問
の
整
と
い
う
の
は
便

官
上
お
よ
び
制
度
卜
あ
り
は
す
る
が
、
学
問
の
歴
史
を
み
て
は
っ

き
り
わ
か
る
よ
う
に
、
本
来
の
専
門
と
は
全
体
、
す
な
わ
ち
根
源

を
知
る
た
め
の

一
っ
の
入
り
目
（
切
り
口
）
で
し
か
な
く
、
文
字

通
り
、
専
「
門
」
な
の
だ
。

本
連
載
は
、
そ
の
ま
っ
と
う
な
専
門
蜆
を
今

H
を
生
き
る
研
究

者
に
て
取
り
灰
そ
う
と
い
う
挑
戦
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。
こ
れ
ま

で
、
い
わ
ゆ
る
理
系
、
い
わ
ゆ
る
文
系
の
研
究
者
合
計
六
名
が
集

ま
り
、
各
研
究
塞
を
互
い
に
訪
問
し
あ
っ
て
そ
の
研
究
現
場
を
体

(
S
)
 

現
し
て
き
た
。

弔
な
る
研
究
紹
介
や
研
究
宰
訪
問
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
各
自
の

論
文
誌
を
見
せ
合
っ
た
り
、
各
自
の
メ
イ
ン
の
学
会
の
様
チ
を
伝

え
る
他
、
「
あ
な
た
の
分
野
の
よ
く
あ
る

．
日、

一
週
間
、

一
年

2 ー7 学 際 挑 戦から 常ヘ



挑
戦
2

結
局
、
自
身
の
本
丸
の
研
究
進
展
に
直
接
的
に
寄

間
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
」
や
「
あ
な
た
が
学
生
指
導
の
際
に
よ
く

使
う
フ
レ
ー
ズ
は
？
」
と
い
っ
た
日
常
活
動
の
（
苦
悩
の
）
理
解
に

努
め
た
。
総
じ
て
、
他
分
野
へ
の
切
れ
味
鋭
い
問
い
を
発
す
る
と

同
時
に
、
自
身
の
見
地
の
狭
さ
を
実
感
す
る
と
い
っ
た
両
輪
的
な

深
い
学
び
が
得
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
連
載
し
て
き
た
と
お
り

で
あ
る
。

第
四
回
目
と
な
る
最
終
回
は
、
そ
の
総
仕
上
げ
。
と
言
っ
て
も

六
人
が
集
ま
っ
て
感
想
を
言
い
合
う
よ
う
な
ぬ
る
い
も
の
に
し
た

く
な
い
し
、
「
学
際
と
は
や
は
り
こ
う
で
あ
っ
た
：・・
:
」
と
い
っ
た

風
に
、
こ
れ
ま
で
話
し
書
い
て
き
た
内
容
を
き
れ
い
な
文
章
で

長
々
と
言
い
換
え
て
締
め
く
く
る
の
も
逆
に
カ
ッ
コ
悪
い
。

そ
こ
で
、
い
か
に
し
て
内
省
的
な
学
び
を
真
に
血
肉
と
す
る
か

を
話
し
合
っ
た
結
果
、
以
下
、

二
つ
の
挑
戦
に
挑
む
こ
と
と
な
っ

こ。t
 挑

戦

ー

ラ

ン
ダ
ム
に
集
め
ら
れ
た
様
々
な
分
野
か
ら
な
る

こ
の
六
名
の
研
究
者
で
共
同
研
究
は
で
き
る
の
か
？

世
間
で
よ
く
み
ら
れ
る
学
際
研
究
は
、
得
て
し
て
分
業
的
で
あ

る
。
例
え
ば
、
環
境
学
の
研
究
者
が
経
済
学
の
研
究
者
と
組
ん
で
、

屎
境
変
化
の
影
響
を
経
済
効
果
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
よ
う
な
学

際
研
究
。
他
に
も
、
膨
大
な
文
学
作
品
を
情
報
科
学
の
手
法
を
用

い
た
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
駆
使
し
て
、
新
た
な
傾
向
を
見
出

す
よ
う
な
学
際
研
究
等
。

な
る
ほ
ど
、
特
定
の
分
野
に
お
け
る
研
究
を
進
展
さ
せ
る
た
め

に
、
他
分
野
を
利
活
用
す
る
事
例
は
極
め
て
わ
か
り
や
す
い
学
際

研
究
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
特
定
分
野
の
研
究

進
展
の
た
め
の
共
同
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
法
が
学
際
的
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
か
り
や
す
い
し
、
チ
ー
ミ
ン
グ
さ
え
う

ま
く
い
け
ば
学
際
研
究
は
容
易
い
。

他
方
、
学
際
と
は
学
問
の
性
質
、
よ
り
大
胆
に
言
う
な
ら
学
際

1
1
学
問
と
す
る
観
点
か
ら
は
、
こ
の
分
業
は
学
際
研
究
と
は
言
い

難
い
。
な
ぜ
な
ら
、
多
分
野
で
チ
ー
ム
を
組
も
う
が
、
所
詮
、
と

あ
る
一
分
野
の
研
究
発
展
が
狙
い
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
分
業
的
な
学
際
研
究
と
は
ま
た
界
な
る
学
際
研

与
す
る
こ
と
を
諦
め
な
い
と
共
同
研
究
は
で
き
な
い
の
か
つ
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究
、
つ
ま
り
、
専
門
は
入
り
口
、
門
で
あ
り
研
究
を
進
め
れ
ば
必

ず
他
の
門
か
ら
入
っ
た
探
求
者
と
接
触
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か

ら
、
そ
の
接
触
地
点
に
お
い
て
対
話
、
共
同
は
可
能
で
は
な
か
ろ

う
か
…
…
こ
れ
を
検
証
す
べ
く
、
ラ
ン
ダ
ム
に
集
め
ら
れ
た
こ
の

研
究
者
六
人
で

一
度
本
気
で
共
同
研
究
を
提
案
し
て
み
る
。
こ
れ

が
挑
戦
ー
の
詳
細
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
挑
戦
を
極
め
て
現
実
的
に
考
え
る
と
、
分
業
的

共
同
研
究
で
あ
れ
、
接
触
地
点
で
の
メ
タ
的
共
同
研
究
で
あ
れ
、

そ
れ
は
参
画
し
た
研
究
者
自
身
の
研
究
進
展
に
直
接
的
に
寄
与
し

に
く
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

分
業
的
共
同
研
究
の
場
合
、
そ
の
主
た
る
研
究
分
野
の
研
究
者

は
確
か
に
発
展
は
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
”
手
を
貸
し
た
11

分
野
の

研
究
者
に
と
っ
て
は
、
木
来
の
自
身
の
研
究
が
進
展
し
た
と
は
言

ヽ
~

゜

V
し

）
こ

し
，
し

~ま
た
、

メ
タ
的
共
同
研
究
の
場
合
も
、
研
究
者
自
身
の
（
特
定

分
野
の
）
学
会
論
文
誌
に
、
そ
の
よ
う
な
メ
タ
な
研
究
テ
ー
マ
は

投
稿
し
に
く
く
（
例
え
ば
、
生
物
学
の
研
究
者
が
、
動
物
心
理
学

と
行
動
生
態
学
が
生
ま
れ
た
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
た
論

文
等
）
、
結
局
、
ど
こ
か
の
媒
体
に
て
エ
ッ
セ
ー
的
な
読
み
物
に

こ
の
日
は
共
同
研
究
の
方
向
性
の
確
認
と
、
で
き
れ
ば
何
か
し

ら
の
共
同
研
究
の
形
が
得
ら
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
期
待
の
下
、
研

2
0
2
3
年

4
月

10
日

し
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
学
際
研
究
が
進
展
し
な
い
理
由
も

よ
く
わ
か
る
と
い
う
も
の
。
自
身
の
成
果
に
な
り
に
く
い
研
究
を
、

自
身
の
学
び
の
た
め
の
み
に
栢
極
的
に
行
お
う
と
す
る
研
究
者

は
、
（
そ
れ
こ
そ
が
研
究
者
で
は
な
く
学
者
な
の
で
あ
ろ
う
が
）
今

日
的
な
世
知
辛
い
学
術
界
に
は
少
数
派
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
で
い
い
の
か
。

繰
り
返
す
が
、
学
際
は
学
問
の
本
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
施
す

る
こ
と
が
成
果
に
つ
な
が
り
に
く
い
と
い
う
学
術
界
を
許
し
て
い

{6
)
 

f

o
 

て
、
そ
れ
は
果
た
し
て
善
き
こ
と
と
言
え
る
の
カ

そ
こ
で
我
々
は
先
の
挑
戦
2
を
掲
げ
、
で
き
れ
ば
各
自
の
成
果

に
も
な
る
分
業
的
で
な
い
学
際
研
究
を
立
案
す
る
こ
と
に
し
た
。

以
下
、
こ
の
二
つ
の
挑
戦
を
巡
っ
て
の
大
混
乱
を
あ
り
の
ま
ま
お

伝
え
す
る
。

@
z
o
o
m
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政
策
が
生
ま
れ
る
瞬
間

究
者
ら
が
z
o
o
m
に
て
集
合
し
た
。

す
で
に
各
自
の
研
究
テ
ー
マ
は
よ
く
理
解
し
て
い
る
た
め
、
直

ち
に
ど
の
よ
う
な
共
同
が
で
き
る
か
を
検
討
す
る
と
思
い
き
や
、

あ
え
て
、
各
自
に
改
め
て
「
あ
な
た
が
追
っ
て
い
る
”
不
思
議
“
と

は
？
」
に
回
答
を
求
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
”
研
究
テ
ー
マ
“
も

し
く
は
”
問
い
II

で
は
な
く
、
あ
え
て
”
不
思
議
“
と
し
た
の
に
は

理
由
が
あ
る
。

研
究
テ
ー
マ
と
聞
く
と
、
研
究
者
は
文
字
通
り
自
身
の
研
究
テ

ー
マ
を
語
る
が
、
そ
れ
は
得
て
し
て
個
別
専
門
領
域
に
お
け
る

“
問
い
“
を
含
む
と
同
時
に
、
ど
こ
か
し
ら
既
に
。ハ
ッ
ケ
ー
ジ
化

さ
れ
た
よ
う
な
固
定
的
印
象
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
他
者
、
他
分
野

を
寄
せ
付
け
な
い
の
だ
。

そ
こ
で
、
つ
け
入
る
隙
、
余
白
を
持
た
せ
る
べ
く
、
あ
え
て

”
不
思
議
“
を
問
う
た
。
こ
の
言
葉
は
、
課
題
解
決
的
要
素
を
薄
め
、

研
究
者
の
素
朴
な
原
感
覚
を
引
き
出
す
。

そ
の
抜
粋
し
た
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
（
あ
え
て
口
語
体
に

て
記
述
す
る
）
。

田） 官
僚
は
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
ど
う
生
み
出
し
て
、
政
策
を

つ
く
つ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
ア
イ
デ
ア
の
淵
源
は
過
去

の
議
論
や
、
現
場
。
そ
こ
か
ら
ど
う
ア
イ
デ
ア
を
見
つ
け
る

の
だ
ろ
う
か
（
三
谷）

・
人
間
の
生
き
方
、
楽
し
い
だ
け
で
は
ダ
メ
な
の
か

娯
楽
文
化
と
社
会
問
題
な
ど
、
対
立
す
る
要
素
が
世
の
中
に

溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
の
中
は
ど
ん
な
答
え
を

だ
し
て
る
ん
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
理
屈
で
や
っ
て
い
る
ん
だ
ろ

う
（
櫻
井
）

・
文
化
、
分
野
の
違
い
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
か

文
学
・
芸
術
作
品
、
な
ぜ
人
は
別
々
の
読
み
方
、
感
じ
方
、

捉
え
方
を
す
る
の
か
、
理
解
の
仕
方
が
異
な
る
の
か
（
ゴ
ウ

ラ
ン
ガ
）

・
植
物
と
土
壌
の
関
係

土
壌
環
境
で
植
物
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
知
り
た
い
（
村
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2
0
2
3
年

5
月

15日

・
ス
モ
ー
ル
サ
イ
ズ
で
の
物
質
の
挙
動

通
常
の
我
々
が
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
な
マ
ク
ロ
な
状
況
と
、

マ
イ
ク
ロ
や
ナ
ノ
オ
ー
ダ
ー
で
の
物
質
の
挙
動
、
特
性
は
大

き
く
異
な
る
。
そ
れ
が
不
思
議
で
面
白
い
（
安
藤
）

・
昆
虫
や
動
物
の
生
き
よ
う

人
間
と
は
違
う
生
き
物
た
ち
の
生
き
る
術
、
シ
ス
テ
ム
。
そ

れ
が
不
思
議
で
面
白
い
（
後
藤
）@

z
o
o
m
 

前
回
あ
げ
た
各
自
の
不
思
議
は
、
具
体
的
な
共
同
研
究
を
生
む

た
め
の
土
壌
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
満
た
さ
れ
れ
ば
各

自
は
「
娼
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
六
つ
の
不
思
議
を
同
時
に
み
た
す
共
同
研
究
を

考
え
る
わ
け
だ
が
、
今
回
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
。
そ
の
共

同
研
究
が
各
自
の
研
究
進
展
に
ど
う
寄
与
す
る
か
を
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
挑
戦
2
)
。

あ
る
パ
ク
テ
リ
ア
が
植
物
に
及
ぽ
す
影
響
に
つ
い
て
様
々
な

そ
こ
で
、
な
ん
ら
か
の
共
同
研
究
を
八
人
で
や
っ
た
「
結
果
」

と
し
て
各
自
が
何
を
得
ら
れ
れ
ば
自
分
自
身
の
研
究
が
進
展
し
た

と
感
じ
ら
れ
る
か
を
考
え
た
。
そ
の
抜
粋
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

政
策
立
案
と
い
う
途
方
も
な
い
仕
事
の
生
ま
れ
る
瞬
間
、
ア

イ
デ
ア
創
発
の
挙
動
が
判
明
し
、
今
後
の
調
査
の
新
た
な
切

り
口
が
見
つ
か
る
こ
と
（
行
政
学
三
谷
）

学
問
と
は
何
か
を
考
え
る
う
え
で
、
人
間
と
は
何
か
を
問
う

新
た
な
観
点
を
得
ら
れ
る
こ
と
（
文
化
社
会
学
、
犯
罪
社
会

学
一
櫻
井
）

同
じ
作
品
を
み
て
も
感
じ
方
が
違
う
の
は
、
各
自
が
も
っ
て

い
る
原
体
験
、
原
背
景
、
原
感
覚
が
異
な
る
か
ら
と
い
う
当

た
り
前
の
事
実
だ
が
、
そ
の
当
た
り
前
を
自
覚
、
内
省
す
る

道
筋
に
つ
い
て
、
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
（
日
本
文
学
、

比
較
文
学

]
T
ウ
ラ
ン
ガ
）
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分
析
等
を
行
っ
て
き
た
が
、
他
分
野
か
ら
の
視
点
を
得
て
自

分
の
研
究
の
見
方
が
変
わ
り
、
ま
だ
誰
も
手
を
付
け
て
な
い

科
学
の
や
り
方
に
着
手
で
き
れ
ば
い
い
（
植
物
生
化
学
、
植

物
特
化
代
謝
一
村
田
）

単
結
晶
シ
リ
コ
ン
の
微
細
構
造
解
析
や
そ
の
強
度
計
測
方
法

等
に
つ
い
て
追
求
す
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
を
得
る
こ

と
（
マ
イ
ク
ロ
機
械
工
学
｛
安
藤
）

ア
リ
の
精
子
貯
蔵
の
研
究
に
お
い
て
、
わ
か
ら
な
い
か
ら
知

り
た
い
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た
が
、
何
が
ど
う
判
明
す
れ
ば

「
わ
か
っ
た
」
と
言
え
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
学
問
の
観
点
か

ら
今
の
研
究
を
見
つ
め
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
、
今
後
の
研

究
方
法
や
目
的
が
よ
り
深
ま
る
こ
と
（
昆
虫
機
能
学
ら
後
藤
）

正
直
言
っ
て
、
こ
れ
ら
が
出
揃
っ
た
段
階
で
挑
戦
2
は
早
く
も

諦
め
つ
つ
あ
っ
た
。
改
め
て
上
記
を
眺
め
る
と
、

「自
身
の
研
究

に
よ
き
効
果
、
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
っ
た
副
次
的
な
効
果
の
期

待
が
目
立
つ
。
さ
す
が
に
直
接
的
に
各
自
の
研
究
進
展
に
貢
献
す

2
0
2
3
年

6
月

30日
＠

サ

ン

ト

リ

ー

文

化

財

団

る
の
は
困
難
と
結
論
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
か
…
…
。

た
だ
、
こ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
。

他
分
野
と
共
同
す
る
の
だ
か
ら
、
面
接
的
に
自
身
の
分
野
の
進
展

に
な
る
の
は
分
業
的
学
際
研
究
に
お
け
る
主
た
る
研
究
者
の
み
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
。

せ
め
て
副
次
的
効
果
で
あ
っ
て
も
各
自
に
と
っ
て
、
「
面
白
か

っ
た
」
「
知
れ
て
よ
か
っ
た
」
程
度
で
は
な
く
、
比
較
的
具
体
的
な

成
果
と
し
て
、
目
身
の
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
に
新
視
点
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
や
、
研
究
目
的
の
罪
解
が
よ
り
深
く
な
っ
て
研
究

テ
ー
マ
が
誼
陪
的
に
な
る
こ
と
を
獲
得
目
標
に
す
る
こ
と
で
も
、

十
分
、
挑
戦
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
他
の
分
野
の
研
究
進
展

に
役
立
つ
分
業
で
あ
っ
て
も
、
メ
タ
的
な
共
同
研
究
で
あ
っ
て
も
、

し
つ
か
り
と
自
身
の
研
究
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
求
め
て
も
い

い
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
挑
戦
2
は
そ
の
獲
得
目
標
に
幅
を
も
た
せ
る
こ
と
と

し
、
引
き
続
き
挑
む
こ
と
と
し
た
。
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こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
A
、
B
は
分
業
的
学
際
研
究
の
範
疇
と
言
え

つ
い
に
全
員
が
リ
ア
ル
に
集
ま
り
、
共
同
研
究
立
案
の
肉
弾
戦

を
実
施
。
全
員
で
四
つ
の
共
同
研
究
の
概
要
を
考
え
て
み
た
。
次

ペ
ー
ジ
の
表
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
相
当
な
苦
労
を
要
し
た
こ
と
を
強
調
し
た

い
。
本
当
に
難
し
か
っ
た
、
苫
し
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
付
け
焼
き

刃
な
感
は
否
め
な
い
し
、
荒
削
り
で
ま
だ
ま
だ
熟
考
は
要
す
る
が
、

少
な
く
と
も
全
員
で
汗
を
か
い
て
絞
り
出
し
た
最
大
限
が
こ
こ
に

あ
る
（
実
は
、
当
初
は
本
気
で
科
研
費
等
の
研
究
助
成
金
に
応
募

す
る
つ
も
り
で
や
っ
て
い
た
）
。
ぜ
ひ
じ
っ
く
り
読
ん
で
い
た
だ

き
た
い
。

結
果
的
に
、
こ
れ
は
本
当
に
結
果
的
な
の
だ
が
、
ラ
ン
ダ
ム
な

六
分
野
に
て
共
同
研
究
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
や
ら
四
種

類
の
研
究
形
態
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

タ
イ
プ
A
は
、
メ
ン
バ

ー
の

一
っ
の
分
野
を
主
題
に
し
、
他
の

分
野
の
視
点
を
追
加
す
る
構
図
の
も
の
。

タ
イ
プ
B
は
、
六
つ
の
分
野
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
主
超
を
追

加
し
て
各
分
野
の
観
点
を
並
列
的
、
複
合
的
に
織
り
交
ぜ
る
構
囮

の
も
の
。

た
だ
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
分
業
的
で
あ
っ
て
も
各
自
に
と

っ
て
「
お
手
伝
い
し
た
」
以
上
に
具
体
的
に
得
ら
れ
る
も
の
を
求

め
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

次
に
、
タ
イ
プ
C
は
、
六
人
の
研
究
者
が
研
究
を
進
め
る
上
で

共
通
し
て
考
え
持
つ
（
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
視
点
に
つ
い

て
考
察
す
る
抽
象
度
の
高
い
主
題
の
も
の
。

最
後
の
タ
イ
プ
D
は
、
各
自
の
研
究
を
研
究
す
る
よ
う
な
、
研

究
手
法
に
関
す
る
メ
タ
的
、
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
面
白
半
分
に
評
価
掘
も
付
け
る
こ
と
と
し
た
。
み
な

さ
ん
、
ぜ
ひ
五
段
階
評
価
で

0
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の

際
、
ど
ん
な
評
価
軸
を
想
定
す
る
か
は
、
あ
な
た
次
第
。
本
質
的
、

根
源
的
か
？
学
術
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
か
？
等
。

よ
う
。
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c
 

D
 

抽象度を上げた共同研究
各自の研究を研究するような

メタ的な共同研究

〈人間〉という方法の検討

-Alに学問は可能か一
各専門分野における個別と総体、 0と1

言うまでもなく、どのような専門分野の研究であ 各専門分野は歴史を持っている。目的や対象、
れ、それは人間がするものである。人間以外が何手法は異なれどその車実は変わらない。各分野がど
かを研究したり、学問をしたりといったような考えのような経縫で今に至るのか。特に、科学（技術）
は、想像上の話、 思考実験の範疇にあった。しかし、 の前後に注意しながら各分野の歴史をたどり、その
生成系Alの登場によりこの考えは一気に現実のもの変遷を比較することで分野ことの特性を表顕させ、

となる。このような現状をふまえると、研究、学問学問の全体像把掘に挑む。
についての再考は必須であり、特に、研究や学問に 切り口の一つは、例えば、個別と総体、特殊と普
とってr人間は必要か」ということを検討するのは喫遍がある。特殊的事実はどのように普遍的寧実と接
緊の課題といえる。さらに呉体的に考え詰めるなら、 続され認められるのか。再現数やN数（母数）とい
いわゆる文系、理系の研究において、研究者であるう計測可能な実態に頼る分野もあれば、人間の本
人間がどのように位匿づけられるのかに注目する必性こそに立脚する分野もあろう。または、「在る」と「無

要がある。たとえば、歴史研究の場合、史料をテキ い」。 可視・不可視が在ると無いの境界なら感情は？
ストデータ化し、それを学習したAlに歴史を書かせ 法則は？ 話神は？ 生死は？ あらゆる分野に
ることが可能かといえば、そのようなことはない。 おけるこの0と1の観念を調査する。

人間はなぜ学間を必要とするのか、学問にとって なお、専門分野ことの特性を詳らかにするものの、
人間は必要なのか。この問いをそれぞれの専門分野当然ながらそれらに優劣はない。なお、本研究は今
のなかで問い、窓見を持ち寄ることを通して、学問 日、科学の物差しに支配されがちな状況にも問いを
全体の未来を探求する。 打ち立てるねらいもある。

• 学問の変容 •上記の通り、各分野の研究者に共通の問いを投げ
例えば、科学技術以前の世界．川は絶えず流れをかけ、それら収集結果を分析する。そのために、ま
変え、氾濫し、そのつど人間は喜らしを移動させてず植物、昆虫、文学、物質科学、行政学、文化社
きた。そのような時代の学問と、現代の学問は間達会学の6分野が対象となり、自身の分野の歴史の紹
いなく異なるはずである。ではどう異なるのか。歴介や、個別と総体、 0と1についての考えを述ぺる。
史的観点から人間の営みと学問の考察を行う。 それを踏まえ、各分野へのアンケート調査項目を決

•研究推進における人間 定し、実際に、各学会に協力要諸を行い、大々的

分野こ・とに研究の手法は異なるものではあるが、い に調査をする。

ずれも人間を通しているという挙実は不変である。
であれば、人間は学問にどう影響を及ぽしているの
か。物質科学、植物、昆虫、行政学、文化社会学、
文学等において、人間中心の考え方になっている箇
所を徹底的に点検する。

• 人間以外の目線
人問以外の目線を取ることは人間には不可能であ

る。しかし、どこまで不可能なのか。生成系Alとの
対話から、学問の根底にある人間の正しさについて
探究を行う。

5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

翠者ら作成

連載企1mi1224 



表 1 共同研究立案結果

B
 

タイブ

タイトル

A 

メンパーの一つの分野を主題にし、

他の分野の視点を追加する構図の

共同研究

政策の立案方法の検討ー多角的な人間

理解からの生きた政策とは一

新規要素を加えて

主題にとりあげた共同研究

多軸的人間理解に基づく

ミミクリー的都市開発

背景と目的

アプローチ

政策とは、政府が人々の生活をより良くす 本研究では、 自然界に存在する生物の
るために行う活動である。政策の立案プロセ形や構造、機能などを模倣して、より善
スは、問題の認識、政策の選択、政策の実施、 き人間として吾らせる都市を検討する。自
政策の効果の評価の4つの段階に分けられ、 然界には、数十億年かけて進化してきた
政府は、この政策の立案プロセスを適切に進優れた形や構造、機能を持つ生物、植物
めることで、人々のより良い生活に頁献しよう が数多く存在し、これらの生物の特徴を
とするが、根源的に、かつ、歴史的に考えて研究し様々な技術に応用する寧例は数多
みて、これまで人間が人間のために実施してあるが（例 ：ミミクリーデザイン）、本研
きた政策は人間の想像の域を超えていない。 究で最も亘点を匿くのは、その目的のほ
もちろん、それはそれでいいが、より深い人うにある。今日、つい我々は、安全や快
間理解に茎づいた政策をもとめるとするなら、 適を目標にするが、はたしてそれは善なる
人間が人間であることを自覚するために、他生き方とどう結びつくのか。本研究ではこ
者たる項か」の観点から人間を見つめる視点の善き生き方の追求を第一義におき、 自
を政策ブロセスに含めることが有効ではない然や世界の有り様から人間の暮らしを見
か。 つめ直すこととする。なお、特に「都市」
本研究では、より深い人間理解に至づく政に君目する理由は、その存在が自然の有

策提案の手法創出を目標におき、これまで全 り様の対極とされがちだからである。果た

く考慮されていなかった要因を政策立案に反 して、都市とは何か。人間以外の目線も
映させることを手段とし、以下の2つの観点を含めた、自然や物質の状態から、この探
もってして考察することを試みる。 求に挑む。

• サイズからの脱却：ミクロの物置的世界硯 •自然界からみるr喜ら 1,J
からの眼差し 植物、昆虫の有り様から、動物としての
スケーリング則、サイズ効果等、マクロとミク人間について考察を深める。加えて人
ロの世界では物黄の挙動、その有り様が大き間が暮らす上で必要不可欠な社会性につ
く異なる（例えば、粘性力は寸法いに比例すいても、取り決めこと（政策）の観点から、
る。昆虫があの小さな羽で飛行できるのはこ その有り様について考察する。人間にとっ

の理由による。空気がドロドロなのだ）。政策て何が自然なのか。
分析におけるこの要素の導入は、単に個々人
にとっての政策の損得や意味合いの差異に注

•歴史からみる「暮らし」

目するだけでなく、政策を自然物質（または環
考えてみれば、我々人間が生きた時間は、

境条件）として捉えることとなり、従来とは異
電気のない状態のほうが長い..文学や歴

なる観点を我々に与えてくれるのではないか。
史といった長期的視点において、善き生
き方の変容について考察する。

• 人間世界からの脱却：植物および昆虫世界
からの眼差し

•物質構造からみる「喜らし」

植物は、微小な土壌中の栄蓑素を吸収し大き
ミクロとマクロ、その連続性のうちに我々

な葉を育てる。この過程は、政策の立案に必
人閾の暮らしがあり、ミクロは時に個人

要な多様な視点や慈見を吸収し、より良い政
であったり、家族であったり、マクロは時
に国であったり政策であったりするが、そ

策を実現するためのブロセスと似ている。他
方、昆虫は複雑な社会を形成し、仲間と協力

もそも物質世界でのミクロとマクロの差異
は、まったく世界が異なるぐらい際立った

して生きているのではなく、 単にそれぞれがものである。本研究では、これまでまった
好き勝手に生きているだけである。その結果 く観点として持ち合わせていなかった物賃
として保たれている（自然の）生態系は、我々
人間が半ば偽善的に平和や謁和を掲げて生

のサイズ効果や相転移等、物賃世界の現

態系を保とうとしてる観念に、強烈な一撃を
象から人間の寡らしを大胆に比較し考察

食らわすものではないだろうか。植物、昆虫
を行う。

の世界から政策を眺め、ある君味複雑系科学
としての政策研究に取り組む。

評価 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 
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ご
覧
の
通
り
、
今
回
の
メ
ン
バ
ー
に
、
植
物
、
昆
虫
、
物
買
を

扱
う
研
究
者
が
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
の
共
同
研
究
テ
ー
マ
も

ど
こ
か
し
ら
「脱
人
間
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
。

く
し
く
も
、
こ
の
脱
人
問
、
ポ
ス
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
は
、
近
年

に
お
け
る
人
文
科
学
の
ホ
ッ
ト
ト
ビ
ッ
ク
で
も
あ
り
、
バ
イ
オ
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
、
そ
し
て
生
成
系
A

I
等
の
先
端

技
術
が
人
間
生
活
に
及
ぼ
す
影
縛
、
ま
た
は
人
間
の
限
界
の
問
題

化
と
い
っ
た
文
脈
に
て
、
人
間
I

非
人
間
の
世
界
の
有
り
様
を
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。

類
似
と
し
て
ダ
ナ

・
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
や
ブ
ル
ー
ノ

・
ラ
ト
ゥ
ー
ル

を
思
い
出
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
本
気
で
植
物
や

昆
虫
、
そ
し
て
ミ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
の
世
界
の
側
か
ら
人
問
世
界
を

見
つ
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
果
た
し
て
人
間
中
心
主
義
を
ど
こ
ま

で
手
放
せ
る
か
。
こ
れ
は
見
も
の
で
あ
る
。

タ
イ
プ
D
の
「
各
自
の
研
究
を
研
究
す
る
よ
う
な
メ
タ
的
な
共

同
研
究
」
は
少
々
ず
る
い
と
も
言
え
る
。
な
に
せ
、
研
究
者
が
自

分
た
ち
研
究
者
を
観
察
対
象
と
し
て
分
析
す
る
の
だ
か
ら
。
考
え

て
み
れ
ば
、
理
系
だ
、
文
系
だ
、
学
際
だ
と
騒
ぐ
前
に
、
様
々
な

学
術
分
野
の
特
性
を
並
列
に
比
較
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
ろ
う
。

(
9
)
 

著
者
の

i

人
の
仕
事
に
分
野
特
性
の
比
較
調
査
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
も
っ
と
世
に
出
て
い
い
。

以
上
で
、
連
載
企
画
は
終
了
で
あ
る
。
い
か
が
だ
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
読
者
の
う
ち
に
は
物
足
り
な
い
、
不
十
分
と
思
わ
れ
た
方

も
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

実
際
、
挑
戦
2
に
お
い
て
当
初
の
獲
得
目
標
を
妥
協
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
が、

一
度
で
も
本
気
で
そ
れ

を
考
え
た
の
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
議
論
の
途
中
、
そ
も
そ

も
論
文
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
、
業
紹
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
と
何
度
も
問

う
た
の
は
、
今
日
涼
う
、
ど
う
も
メ
カ
ニ
カ
ル
な
学
術
評
価
へ
の

疑
問
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
関
わ
っ
た
研
究
者
ら
は
、
こ
の

一
連
の
営
み

を
や
る
前
と
後
で
大
き
く
「
専
門
」
の
捉
え
方
が
変
わ
っ
た
こ
と

を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
は
、
他
分
野
と
接
す
る
際
は
ど
こ
か
し
ら
身
柚
え
た

も
の
だ
っ
た
が
、
今
で
は
、
「
あ
ー
、
あ
な
た
は
そ
れ
が
好
き
な

の
で
す
ね
」
と
、
た
だ
そ
う
感
じ
、
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
偶
然
の
出
来
事
、
成
り
行
き
、
極
め
て
個
人
的
な
体
験

連載企画 2 2 6 



【案
内
】

本
連
載
の
終
了
を
記
念
し
て
、
二

0
二
三
年

―
二
月
一
八
日
（
月
）
に
、
木
稿
の
執
第
者
が

集
ま
り
、
そ
の
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
公
開

で
行
う
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。
詳
細
は
こ

…
•
•
•
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
各
自
が
各
自
の
不
思
議
を
有
し
、

た
だ
迫
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
か
ら
。

そ
れ
を

そ
う
い
う
意
味
で
、
各
専
門
は
、
完
全
に
平
等
で
あ
る
。
と
い

う
か
、
「
専
門
家
」
で
あ
る
前
に
す
べ
か
ら
く
「
探
求
者
」
で
あ
る

こ
と
が
よ
ほ
ど
本
質
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
切
り

n
（
尊
門
）
は
お

の
ず
と
相
対
化
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。
嗚
呼
、
こ
の
ふ
わ
っ
と
宙
に

浮
い
た
感
じ
の
脱
力
し
た
専
門
観
こ
そ
が
、
木
来
の
学
問
の
有
り

様
た
る
構
え
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
感
慨
を
も
っ
て
、
連
載
を
締

め
く
く
る
こ
と
と
す
る
。

最
後
に
読
者
の
み
な
さ
ん
へ
。
馳
さ
れ
た
と
思
っ
て
、
他
分
野

と
出
会
う
場
に
も
っ
と
出
向
い
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
挑
戦
で
は
な

V
、
Fl常
と
な
る
ま
で
。

ち
ら
ま
で
（
要
申
し
込
み
）
。
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百
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内
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府
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総
合
知
に
関
す
る
ペ
ー
ジ
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x
.h
t
m
l
 

(
2
)
本
連
載
の
第

一
回
日
の
論
考
「
学
問
と
の
再
契
約
」
『
ア
ス
テ
イ
オ

ン
』
九
五
号

(1
・0
ニ
ー
年
―
一
月
）
「
二
四
ー
ニ
三

0
頁。

(
3
)
h
t
t
p
s
:

ミ
w
e
l
e
a
r
n
w
e
g
r
o
w
.m
c
d
i
 u

m
.c
o
m
/
 wh
a
t
,
i
s
,
 

t
r
a
n
s
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
y
,
1
3
d
 6
e
a
c
f
5
 7
 d
 

(4
)
「
専
門
と
は
何
か
」
宮
野
公
樹
、
京
都
人
学
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
デ
イ

2
0
2
3

発
表
資
料

h
号
~
ミ
h
dl.
h
a
n
d
l
e

.

n
e
t
/
2
4
3
3
/
2
8
5
0
8
4

(
5
)
本
連
載
の
第
二
回

H
と
第
三
回
目
の
論
考
「
解
く
理
系
に
問
う
文

系
」『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』
几
七
号
（
二
0
二
ニ
年

i

一
月
）
一
九
六
ー

ニ

ー一

頁
。
「
納
得
の
文
系
に
説
得
の
理
系
」
『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』
九
八

号

(・1
0二
三
年
五
月
）
二
0
四
ー

ニ
ニ
ー

頁。

(
6
)
も
ち
ろ
ん
、
新
た
に
学
会
を
設
吃
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
パ

イ
オ
イ
ン
フ
ォ
マ
テ
ィ
ク
ス
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
複
数
分
野
が
融
合

し
、
新
た
な
学
会
、
新
た
な
分
野
を
立
ち
上
げ
た
事
例
は
枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
学
際
的
な
新
分
野
創
出
を
世
間
は

喜
ぷ
．
だ
が
、
こ
れ
は
結
局
、
ま
た
一
っ

「
専
門
分
野
」
を
増
や
し

た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

(
7
)
学
術
分
野
の
比
較
大
埠
査
（
百
P

さ
1w
w
w.cpier.k
y
o
t
o
,
u
.a
c.j
p
/

p
r
o
j
e
c
t/inter,research/)
京
都
大
学
学
際
融
合
教
育
研
究
推
進
セ

ン
タ
l
H
P
内

百
p
s
:
//
w
w
w
S
.c
a
o.g
o.j
p
/
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安藤妙子（立命館大学理工学部機械工学科教授）

Taeko Ando 

名古屋大学工学部航空学科卒業。同大学院工学研究科マイクロシステム工学専攻博士前期課程、博士

後期課程修了。博士（工学）。日本学術振興会特別研究貝、名古屋大学大学院工学研究科讚師、立命館

大学理工学部准教授などを経て、 2021年より現識。マイクロマシンやMEMS(Mic「oElectro 

Mechanical Systems)を開発する上で必要な、材料評価や裂作方法の開発などの基盤研究を行う。

後藤彩子（甲南大学理工学部生物学科准教授）

Ayako Gotoh 

東京都立大学理学部生物学科卒業。東京大学理学系研究科生物科学専攻修了。愛媛大学大学院連合農

学研究科博士諜程修了。博士（農学）。自然科学研究機構基礎生物学研究所特別協力研究貝、同生理学

研究所専門研究職貝、日本学術振興会特別研究貝（琉球大学）、甲南大学講師を経て、 2019年から現臓．

アリの生態を探る研究をしている。サントリ一生命科学財団『サントリーSunRiSE』採択者。

櫻井悟史（滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科准教授）

Satoshi Sakurai 

1982年生まれ。立命館大学文学部卒業。同大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程修了。立命館大

学衣笠総合研究機構専門研究貝、サントリ ー文化財団烏井フェローを経て、現職。専門は、犯罪社会学、

文化社会学、歴史社会学。主な研究テーマは、日本の死刑とキャバレー。単著に『死刑執行人の日本史

ー歴史社会字からの接近』（育弓社）がある。

プラダン・ゴウランガ・チャラン（龍谷大学世界仏教文化研究センター博士研究員）

Gouranga Charan Pradhan 

1978年インド生まれ。 2013年インド ・デリー大学東アジア研究科修士課程修了。 2019年総合研究大

学院大学国際日本文化研究専攻博士課程修了。博士（学術）。 2017~2018年サントリー文化財団サン

トリーフェロー。専門は日本文学・比較文学・日本研究で、 8本の古典文学の国際的な流通と受容を

はじめ、翻訳論世界文学論に関する研究を行う。近著に『世界文学としての方丈記』（法蔵館、 2022年）

がある。
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＿ 合示一郎（甲南大学法学部准教授）

Soichiro Mitani 

1989年生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策•メディア研究科後期博士課程単位取

得退学。 l専士（政策 • メディア）。サントリー文化財団烏井フェロー、医療経済研究機構研究貝などを

経て、 2021年から現職っ専門は行政学、政策過程論。主な著作に『戟後日本の医療保険制度改革―

改革論譲の記録・継承・消失J（有斐閣、2022年）、「時限法の実証分析」『年報政治学J2020(1)などがある。

村田純（サントリ一生命科学財団生物有機科学研究所主席研究貝）

Jun Murata 

1996年京都大学農学部卒案、 2002年奈良先端大パイオサイエンス研究科博士後期課程修了。 NEOO

フェロー、カナダBrock大学博士研究員、奈良県中小企業支援センター博士研究貝を経て、現職。専門

は植物生化学、植物特化代謝、根圏喋境生物学。植物の低分子化合物がどのような生理機能を持ち、ど

う作られているかを明らかにしていきたい。

宮野公樹（京都大学学際融合教育研究推進センター准教授）

Naoki Miyano 

1973年生まれ。立命館大学理工学部卒業。同大学院博士後期課程修了。カナダMcMaster大学、立命

館大学、九州大学を経て、現識。専門は大学論、学問舘。京都大学総長学事補佐、文部科学省学術調

査官の業務経験ももつ。一般社団法人STEAMAssociation代表理事。近著に『問いの立て方』（ちくま新

書）、『世界が広がる学問図鑑,(Gakken)の監修も。
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