
目
・
耳
・
鼻
・
舌
・
皮
膚
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
身
体
の
周
囲
を
把
握
し
、
世
界
を
実
感
し
て
い
る
。
全
盲
で
「
さ
わ
る
」
こ
と
で
世

界
と
コ
ン
タ
ク
ト
し
て
き
た
文
化
人
類
学
者
の
広
瀬
浩
二
郎
さ
ん
と
、
五
感
と
文
化
・
芸
能
の
関
係
を
考
察
す
る
編
集
工
学
者
の
松
岡
正

剛
さ
ん
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
自
在
に
語
り
合
っ
た
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
京
都
新
聞
総
合
研
究
所
所
長
の
内
田
孝
が
務
め
た
。

⑤
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥∠

∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂≡ ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥

文
化
人
類
学
者

広
瀬
浩
二
郎
さ
ん

編
集
工
学
者松

岡

正
剛
さ
ん

ｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｅ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
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ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

ｇ

詳
報
は
近
く
ア
ッ
プ

紙面はダイジェス

トです。詳報は近

くサイトにアップ

します。

広瀬さん 触覚通し 世界 と関わる自信

面影 引き出す仕組み活用を 松岡さん

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

ｇｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆ

ひ
ろ
せ
・
こ
う
じ
ろ
う

１
９
６

７
年
生
ま
れ
。

年
、
京
大
初
の
全

盲
入
学
者
。
日
本
宗
教
史
、
触
文
化

論
。
「
さ
わ
る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に

新
し
い
博
物
館
展
示
の
あ
り
方
を
試

行
中
。
著
書
に
『
そ
れ
で
も
僕
た
ち

は
「
濃
厚
接
触
」
を
続
け
る
！
』
、

近
著
に
絵
本
『
音
に
さ
わ
る
』
。

ｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｅ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

ま
つ
お
か
・
せ
い
ご
う

１
９
４

４
年
京
都
市
生
ま
れ
。
「
編
集
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
執
筆
活
動
、
書
評
サ

イ
ト

千
夜
千
冊

運
営
の
一
方

図

書
館
・
美
術
館
・
博
物
館
が
融
合
し
た

角
川
武
蔵
野
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
埼
玉

県
所
沢
市
）
館
長
。
近
著
に
『
外
は
、

良
寛
。
』
（
講
談
社
文
芸
文
庫
）
。

滋賀県の未来を構想する研究会 近江ＡＲＳ で

芸能と社会についてマイクを手に語る松岡正剛さ

ん 三味線演奏は本條秀太郎さんら

８月１日 大津市・三井寺光浄院

さわれる芸術作品を集めた民博の特別展 ユニバー

サル・ミュージアム ＝ 月 日まで開催予定 水曜

休館 開催状況は要確認

撮影・松村和彦

松
岡

私
は
京
都
の
悉

し
っ

皆
か
い

屋
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
耳
の
聞
こ

え
な
い
お
ば
さ
ん
に
、
仕
立
て
も
の

を
届
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
ば

さ
ん
は
読
唇
術
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
し
て
お
り
、
口
の
形
な
ど
で

意
思
伝
達
す
る
の
に
驚
き
ま
し
た
。

ま
た
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
全
盲
の
叔

父
と
よ
く
一
緒
に
出
掛
け
ま
し
た
。

百
貨
店
１
階
で
、
叔
父
が
「
い
い

音
が
聞
こ
え
る
」
と
。
「
ど
ん
な
音

？
」
「
風
鈴
か
な
」
「
そ
ん
な
音
、

聞
こ
え
へ
ん
で
」
と
い
っ
た
や
り
と

り
を
し
な
が
ら
５
階
に
上
が
る
と
、

風
鈴
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
銭
湯
で

「
小
さ
い
方
の
湯
船
に
入
り
た
い
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
音

の
聞
こ
え
方
で
空
間
の
広
さ
や
奥
行

き
を
把
握
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

人
の
感
覚
機
能
を
五
感
と
い
い
ま

す
が
、
叔
父
に
は
「
耳
は
聴
覚
、
目

は
視
覚
」
と
限
ら
ず
、
外
界
か
ら
の

刺
激
を
感
覚
器
官
や
脳
、
身
体
で
変

換
し
て
感
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

広
瀬

す
ご
く
勘
の
い
い
視
覚
障

害
者
で
す
ね
。
健
常
者
は
外
界
か
ら

の
情
報
の
多
く
を
視
覚
か
ら
得
る
と

い
わ
れ
ま
す
が
、
視
覚
障
害
者
は
聴

覚
や
触
覚
を
媒
介
と
し
て
情
報
を
得

る
の
で
す
。
風
鈴
の
音
は
耳
を
澄
ま

せ
ば
松
岡
少
年
に
も
聞
こ
え
た
と
思

い
ま
す
が
、
叔
父
さ
ん
を
サ
ポ
ー
ト

し
よ
う
と
し
て
視
覚
に
意
識
が
い
き

聞
こ
え
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

松
岡

私
た
ち
の
知
覚
は
情
報
を

「
良
い
加
減
」
に
つ
か
ま
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
種
の
恣

し

意
い

性
を
知
覚
が
持
ち
、
恣
意
性
を
突
き

詰
め
て
い
く
と
バ
ッ
タ
に
な
っ
た

り
、
セ
ミ
に
な
っ
た
り
と
、
生
物
の

進
化
は
知
覚
の
偏
り
を
特
化
し
て
い

く
過
程
で
起
こ
る
と
も
言
え
ま
す
。

４
足
歩
行
が
直
立
２
足
歩
行
に
な

り
、
草
食
か
ら
雑
食
に
な
り
、
全
身

を
覆
う
毛
や
牙
を
失
い
ま
し
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
劣
化
し
た
感
覚
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
一
方
、
靴
の
中
に
小

さ
な
ご
み
が
入
っ
た
だ
け
で
も
違
和

感
を
覚
え
る
鋭
さ
も
あ
る
。
歩
く
時

に
足
の
裏
の
感
覚
情
報
す
べ
て
を
受

け
取
る
と
、
刺
激
を
感
じ
す
ぎ
る
の

で
、
適
度
に
感
じ
な
い
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

広
瀬

日
常
生
活
で
視
覚
が
使
え

な
い
た
め
に
入
っ
て
く
る
情
報
は
限

定
さ
れ
ま
す
が
、
手
に
し
た
情
報
は

能
動
的
に
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る

気
が
し
ま
す
。
風
呂
の
反
響
音
や
遠

く
か
ら
聞
こ
え
る
風
鈴
の
音
を
手
掛

か
り
に
自
分
な
り
の
「
世
界
」
を
想

像
・
創
造
し
て
い
く
の
で
す
。

「
視
覚
障
害
者
は
、
記
憶
力
が
い

い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
点
字
を
紙
に

書
く
際
は
手
を
動
か
し
て
一
点
一
点

打
ち
、
物
を
さ
わ
る
際
も
手
を
動
か

し
ま
す
。
「
世
界
」
と
の
関
わ
り
方

が
受
動
的
で
な
く
、
能
動
的
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
情
報
取
得

の
た
め
必
然
的
に
身
体
動
作
を
伴
う

の
で
、
記
憶
と
し
て
も
残
り
や
す
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

松
岡

人
は
２
足
歩
行
へ
の
進
化

と
と
も
に
し
っ
ぽ
を
失
い
、
感
覚
機

能
は
目
・
鼻
・
口
・
耳
と
脳
が
あ
る

頭
部
に
集
中
し
ま
し
た
。
し
っ
ぽ
で

風
向
き
や
接
触
を
知
覚
す
る
動
物
に

比
べ
、
首
か
ら
下
の
身
体
や
肌
、
手

足
の
感
覚
が
か
な
り
摩
滅
し
た
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
進
化
の
過
程
で
失
っ

た
感
覚
を
取
り
戻
す
に
は
し
っ
ぽ
に

つ
い
て
考
察
す
る
「
尾

び

学
が
く

」
を
立
ち

上
げ
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

広
瀬

お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
同

じ
よ
う
な
意
味
で
、
僕
は
「
触
角
」

と
い
う
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。
人
間

は
昆
虫
の
よ
う
な
触
角
を
持
ち
、
全

身
の
触
角
を
働
か
せ
て
「
世
界
」
と

関
わ
っ
て
い
た
が
、
視
覚
優
位
の
近

代
の
到
来
で
触
角
を
失
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

視
覚
障
害
者
は
白
い
杖

つ
え

を
持
ち
、

３
足
歩
行
と
も
言
え
ま
す
。
杖
は
歩

行
時
の
不
自
由
さ
を
補
い
ま
す
が
、

し
っ
ぽ
・
触
角
と
も
捉
え
ら
れ
ま

す
。
３
本
足
の
障
害
者
に
は
、
人
類

が
失
っ
た
感
覚
を
復
活
さ
せ
る
役
割

も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
岡

私
の
父
が
長
浜
市
出
身
で

地
元
に
菩

ぼ

提
だ
い

寺
も
あ
り
、
最
近
、
近

江

滋
賀
県
に
関
心
を
寄
せ
て
い
ま

す
。
平
安
時
代
の
琵
琶
の
名
手
・
蝉

せ
み

丸
ま
る

（
生
没
年
不
詳
）
を
祭
る
関
蝉
丸

神
社
が
大
津
市
逢
坂
に
あ
り
ま
す
。

琵
琶
を
用
い
た
音
楽
や
語
り
は
、
南

北
朝
時
代
に
活
躍
す
る
琵
琶
奏
者
の

明
石
覚

か
く

一
い
ち

（
？
〜
１
３
７
１
年
）
ら

へ
引
き
継
が
れ
、
三
味
線
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

蝉
丸
や
覚
一
ら
は
全
盲
。
邦
楽
は

拍
子
が
等
間
隔
で
は
な
く
、
独
特
の

間
が
あ
り
ま
す
。
能
の
囃

は
や

子
し

も
同
じ

で
、
あ
の
小
鼓
や
大
鼓
の
打
ち
方
は

世
界
の
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
独

特
の
間
合
い
は
目
の
見
え
な
い
人
た

ち
の
関
与
で
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
｜
こ
れ
は
私
の
仮
説
で
す
。

広
瀬

琵
琶
の
伴
奏
で
平
家
物
語

を
語
る
平
曲
は
、
語
り
の
合
間
に
琵

琶
の
音
が
入
り
ま
す
。
琵
琶
の
弦
が

揺
れ
て
空
気
を
振
る
わ
せ
、
振
動
が

広
が
る
。
琵
琶
奏
者
は
振
動
が
広
が

る
時
間
や
空
間
を
身
体
で
感
じ
、
独

特
の
間
に
つ
な
が
る
の
で
し
ょ
う
。

聴
衆
も
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ

る
た
め
に
は
、
琵
琶
奏
者
の
声
と
楽

器
の
音
を
身
体
に
取
り
込
む
時
間
的

な
余
裕
や
ゆ
と
り
が
必
要
で
す
。
平

曲
を
楽
し
ん
で
い
た
中
世
・
近
世
の

日
本
人
は
能
動
的
に
「
世
界
」
と
関

わ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
実
は
松
岡

さ
ん
の
叔
父
さ
ん
の
逸
話
は
、
ご
く

当
た
り
前
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

松
岡

筝
そ
う

曲
き
ょ
く

家
の
宮
城
道
雄
（
１

８
９
４
〜
１
９
５
６
年
）
の
作
品
に

も
、
空
間
を
意
識
し
た
音
の
並
び
や

響
き
を
感
じ
ま
す
。
西
洋
音
楽
の
よ

う
に
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
を
基
準
に
五
線

譜
上
に
数
学
的
に
割
り
振
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
武
満
徹
（
１
９

３
０
〜
１
９
９
６
年
）
は
余
白
や
何

も
な
い
空
間
の
大
切
さ
に
気
付
き
、

尺
八
や
琵
琶
を
取
り
入
れ
た
作
品
を

残
し
ま
し
た
。

広
瀬

国
立
民
族
学
博
物
館
（
大

阪
府
吹
田
市
）
の
特
別
展
「
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
は
盲

学
校
の
中
学
生
た
ち
が
「
見
る
／
見

ら
れ
る
」
を
意
識
せ
ず
、
自
分
の
さ

わ
っ
た
感
覚
だ
け
で
制
作
し
た
作
品

も
紹
介
し
ま
す
。
作
品
に
さ
わ
る
こ

と
を
通
し
、
制
作
者
と
鑑
賞
者
が
握

手
す
る
「
タ
ッ
チ
ア
ー
ト
」
で
す
。

「
障
害
」
の
有
無
に
関
係
な
く
交
流

や
対
話
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま

す
。
タ
ッ
チ
ア
ー
ト
は
、
い
わ
ば
現

代
版
の
平
曲
。
「
日
本
人
の
忘
れ
も

の
」
を
取
り
戻
す
こ
と
も
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
期
待
し
ま
す
。

松
岡

一
つ
の
刺
激
に
対
し
、
通

常
の
感
覚
だ
け
で
な
く
他
の
種
類
の

感
覚
も
得
る
「
共
感
覚
」
と
い
う
知

覚
現
象
が
あ
り
ま
す
。
味
覚
か
ら
形

や
色
が
見
え
た
り
、
音
が
聞
こ
え
た

り
す
る
こ
と
で
す
。
民
博
の
展
覧
会

で
触
っ
た
時
に
何
を
感
じ
た
か
を
調

べ
、
共
感
覚
の
実
験
を
す
る
の
も
面

白
い
と
思
い
ま
す
ね
。

広
瀬

僕
は
全
盲
で
す
が
、
小
学

生
の
こ
ろ
は
右
目
だ
け
少
し
見
え
て

い
ま
し
た
。
地
域
の
学
校
に
通
い
、

図
工
の
授
業
で
は
同
級
生
と
絵
を
描

き
、
工
作
を
し
ま
し
た
。
左
目
が
見

え
な
い
の
で
遠
近
感
が
う
ま
く
つ
か

め
ず
、
僕
の
絵
は
、
同
級
生
の
作
品

と
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
ま
し
た
。

中
学
か
ら
盲
学
校
に
進
学
し
、
美

術
の
授
業
で
は
触
覚
を
中
心
に
作
品

を
制
作
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
さ
わ
っ
て
創

つ
く

る
」
「
創
っ
て
さ
わ

る
」
楽
し
さ
を
再
認
識
で
き
、
自
ら

の
手
で
「
世
界
」
と
関
わ
る
自
信
を

得
ら
れ
ま
し
た
。

松
岡

長
年
編
集
に
つ
い
て
考
え

て
き
ま
し
た
。
「
ギ
ト
ギ
ト
」
と
い

う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
油
っ
ぽ
い
状
態
を

表
す
よ
う
に
、
何
か
と
何
か
を
ま
た

ぎ
、
つ
な
ぐ
エ
デ
ィ
テ
ィ
ン
グ
・
フ

ィ
ル
タ
ー
が
情
報
に
は
潜
み
、
単
純

な
知
覚
を
超
え
て
複
合
的
に
人
に
作

用
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

重
要
視
す
る
の
は
面
影
で
す
。
私

の
父
母
は
他
界
し
ま
し
た
が
、
顔
つ

き
や
姿
は
思
い
浮
か
び
ま
す
。
文
学

作
品
を
読
み
、
映
像
的
に
イ
メ
ー
ジ

が
膨
ら
む
の
も
面
影
。
日
本
で
は
目

に
見
え
な
い
も
の
が
神
様
に
な
り
、

ト
ト
ロ
の
よ
う
な
森
の
主
に
な
り
、

怪
物
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
も
の
が
失
わ
れ
る
と

児
童
画
も
つ
ま
ら
な
く
な
り
、
ア
ー

ト
も
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
な
る
で
し

ょ
う
。

広
瀬

そ
の
意
味
で
は
盲
学
校
教

育
は
面
影
の
宝
庫
で
す
ね
。
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
音
訳
（
朗
読
）
し
た
専
門

書
・
小
説
・
雑
誌
な
ど
の
音
声
デ
ー

タ
を
携
帯
型
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
、
仕
事
に
必
要
な
情
報
を

集
め
、
余
暇
を
楽
し
み
ま
す
。
プ
レ

ー
ヤ
ー
に
は
複
数
の
書
籍
デ
ー
タ
が

入
っ
て
い
て
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
応
じ
て
取
捨

選
択
、
「
編
集
」
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

耳
で
聞
く
読
書
で
は
、
音
訳
者
の

声
と
と
も
に
セ
リ
フ
が
自
分
の
体
内

に
入
り
込
ん
で
き
ま
す
。
単
に
情
報

が
受
動
的
に
入
っ
て
く
る
の
で
は
な

く
、
小
説
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
没
入

し
、
自
分
も
登
場
人
物
の
一
人
に
な

っ
て
い
る
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
聞

き
終
わ
っ
て
（
読
み
終
わ
っ
て
）
か

ら
数
年
た
っ
て
も
、
主
人
公
の
面
影

が
鮮
明
に
残
り
、
余
韻
を
味
わ
え
ま

す
。
前
近
代
の
日
本
人
の
平
曲
鑑
賞

に
似
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

耳
に
よ
る
読
書
は
、
慣
れ
る
ま
で

は
受
動
的
に
な
り
が
ち
だ
け
ど
、
経

験
を
積
め
ば
能
動
的
に
な
っ
て
い
く

と
い
う
の
が
実
感
で
す
ね
。

松
岡

万
葉
以
来
の
文
芸
作
品
や

琵
琶
や
三
味
線
で
作
り
上
げ
る
音
曲

に
は
、
面
影
を
重
視
す
る
歴
史
や
営

み
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
枕

詞
こ
と
ば

で
「
た
ら
ち
ね
」
と
言
え
ば
母
が

浮
か
び
、
「
ひ
さ
か
た
」
で
光
が
連

想
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
日
本
文

化
の
面
影
を
引
き
出
す
仕
組
み
を
現

代
に
活
用
す
れ
ば
、
も
っ
と
豊
か
な

イ
メ
ー
ジ
が
得
ら
れ
、
新
し
い
世
界

が
広
が
っ
た
り
す
る
は
ず
で
す
。

こ
の
よ
う
な
手
法
が
研
究
さ
れ
、

次
世
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

‖
終
わ
り
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