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ど
ん
な
フ
ラ
ン
ス
が
好
き
か
と
問

わ
れ
れ
ば
、
シ
ャ
ル
ダ
ン
が
描
い
た

フ
ラ
ン
ス
が
好
き
だ
と
答
え
た
い
。

　

シ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
風
俗
画
に
し
て

も
静
物
画
に
し
て
も
、
ご
く
ご
く
平

凡
な
日
々
の
暮
ら
し
を
、
温
か
く
静

謐
に
満
ち
た
詩
情
に
高
め
て
い
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
、
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
絵

で
は
す
べ
て
の
も
の
が
「
生
き
た
自

然
に
な
る
」
と
讃
嘆
し
て
い
る
。

（
む
と
う　

た
け
し　

教
授
・
仏
文
学
）

G
D
P
に
つ
い
て
、
平
成

十
五
年
の
十
月
の
経
済
財
政

諮
問
会
議
の
席
上
、
麻
生
財

務
大
臣
が
そ
の
正
確
さ
を
疑

問
視
す
る
発
言
を
し
た
と
、

新
聞
が
伝
え
て
い
た
。
あ
ま

り
大
き
な
記
事
で
は
な
か
っ

た
が
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス

で
も
少
し
触
れ
て
い
た
。
政

権
に
あ
ま
り
好
意
的
で
な
い

媒
体
は
、
政
府
の
G
D
P
達

成
目
標
に
向
け
た
底
上
げ
策

だ
ろ
う
と
か
、
消
費
税
の
改

定
を
ス
ム
ー
ス
に
行
う
た
め

だ
ろ
う
と
か
、
負
の
側
面
か

ら
取
り
上
げ
て
い
た
が
、
小

さ
な
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
し
、

こ
れ
と
言
っ
た
展
開
も
な
く

終
わ
っ
て
い
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
ア
フ

リ
カ
の
G
D
P
に
関
す
る
書

物
を
読
ん
で
い
た
の
で
、
こ

の
記
事
が
気
に
な
っ
た
。
そ

の

本

は“Poor Numbers 
: How

 W
e A

re M
isled 

by African Development 
Statistics and W

hat to Do 
about It ” 

で
、
邦
訳
は
『
統

計
は
ウ
ソ
を
つ
く
︱
ア
フ
リ
カ
開

発
統
計
に
隠
さ
れ
た
真
実
と
現
実
』

（
モ
ル
テ
ン
・
イ
ェ
ル
ウ
ェ
ン　

青

土
社　

二
〇
一
五
年
七
月
二
十
四

日
）
だ
。
な
ぜ
原
題
を
示
す
か
と

い
う
と
、
一
生
懸
命
英
語
で
読
ん

で
い
た
か
ら
な
の
だ
。

ど
う
し
て
、
邦
訳
の
あ
る
本
を
英

語
で
読
む
羽
目
に
陥
っ
た
か
と
い

う
こ
と
か
ら
説
明
し
よ
う
。
こ
れ

はkindle
の
せ
い
で
あ
る
。
御
存

知
の
方
も
多
い
と
思
う
が
、kindle

は
電
子
書
籍
リ
ー
ダ
ー
の
一
番
手

で
あ
る
。
僕
に
と
っ
て
、
電
子
書

籍
の
利
点
は
紙
の
本
で
は
で
き
な

い
多
量
の
書
籍
を
持
ち
歩
け
る
こ

と
に
あ
る
。
こ
の
利
点
は
あ
り
が

た
く
、
読
み
た
い
本
が
あ
る
と
ま

ずkindle

版
を
探
す
。
表
紙
の
デ

ザ
イ
ン
が
同
じ
だ
っ
た
の
で
間
違

え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
本
の

kindle

版
は
英
語
版
し
か
な
か
っ
た

の
だ
。

kindle

に
は
も
う
一
つ
の
利
点
が

あ
る
。
英
語
の
辞
書
が
つ
い
て
い

る
の
だ
。
分
か
ら
な
い
単
語
の
上

に
指
を
の
せ
る
と
英
和
辞
典
を
ひ

い
て
く
れ
る
。
単
語
の
和
訳
が
出

て
来
る
。
な
ら
ばkindle

版
よ
り

千
円
高
い
邦
訳
を
買
い
直
す
よ
り
、

い
っ
そ
の
こ
と
英
語
で
読
ん
で
み

よ
う
と
思
い
立
っ
た
わ
け
だ
。

も
う
一
つ
説
明
が
必
要
だ
ろ
う

か
。
ど
う
し
て
、
日
本
文
学
と
メ

デ
ィ
ア
の
二
股
を
か
け
て
い
る
教

師
が
ア
フ
リ
カ
の
経
済
統
計
の
本

な
ど
読
む
の
か
に
つ
い
て
だ
。

こ
の
理
由
は
一
つ
で
は
な
い
。

も
と
も
と
統
計
に
対
し
て
興
味
と

疑
問
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
第
一

だ
。
文
学
研
究
で
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
導
入
以
来
、
作
家
同
定
（
あ

る
作
品
を
書
い
た
作
家
が
誰
だ
か

見
分
け
る
）
な
ど
に
は
、
統
計
処

理
が
使
わ
れ
る
。
統
計
は
知
っ
て

お
く
べ
き
技
法
に
な
っ
た
。
た
だ
、

期
待
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
き
れ
い
に

結
果
が
出
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の

技
法
の
有
効
性
に
疑
い
を
持
つ
人

も
多
い
。
そ
し
て
僕
に
は
、“Poor 
Numbers ” 

に
も
チ
ラ
リ
と
名
前
が

出
て
き
て
い
る
、
ダ
レ
ン
・
ハ
フ
の

『
統
計
で
う
そ
を
つ
く
法
』（
講
談

社
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス　

一
九
六
八

年
七
月
二
十
四
日
）
と
い
う
名
著

の
影
響
も
あ
る
。
こ
の
本
は
今
で

も
人
に
薦
め
た
い
一
冊
だ
が
、
デ
ー

タ
や
指
標
の
吟
味
が
い
い
加
減
だ

と
、
統
計
は
ひ
ど
い
結
論
を
出
す

こ
と
を
面
白
く
説
い
て
い
る
。
僕

の
統
計
へ
の
興
味
は
か
え
っ
て
こ

の
本
に
よ
っ
て
深
ま
っ
た
と
も
言

え
る
。
統
計
に
興
味
が
あ
り
、
そ

れ
を
疑
う
こ
と
に
も
興
味
が
あ
る

と
い
う
わ
け
だ
。“Poor Numbers ” 

を
手
に
取
る
に
は
十
分
な
理
由
だ

ろ
う
。

さ
て
、
統
計
全
体
で
は
な
く
、
と

り
わ
け
経
済
統
計
に
つ
い
て
の
興

味
や
関
心
の
由
来
も
説
明
し
て
お

こ
う
。
そ
れ
は
将
来
の
生
活
へ
の

不
安
で
あ
る
。
定
年
後
、
あ
る
い

は
老
後
、
も
っ
と
身
近
な
目
先
の

不
安
だ
。
少
々
生
臭
い
が
、
僕
は

中
国
の
経
済
状
態
に
不
安
を
感
じ

て
い
る
。
こ
の
先
、
年
金
で
生
活

す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
う
し

て
も
、
こ
ん
な
所
に
目
が
行
っ
て

し
ま
う
の
だ
。
こ
の
不
安
は
僕
一

人
の
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
、
金

融
関
係
の
友
人
な
ど
に
話
し
て
み

る
と
、
大
丈
夫
だ
と
言
っ
て
く
れ

る
人
は
ま
ず
い
な
い
。
中
国
経
済

に
不
安
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
公

開
さ
れ
て
い
る
統
計
数
字
に
不
安

を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
少
し
前

の
ア
フ
リ
カ
の
統
計
数
字
が
怪
し

か
っ
た
こ
と
は
僕
も
知
っ
て
い
た
。

こ
の
本
か
ら
中
国
の
不
安
な
数
字

に
つ
い
て
多
少
の
知
見
が
得
ら
れ

る
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う

す
れ
ば
、
こ
の
先
の
大
き
な
変
動

へ
の
対
処
ま
で
は
無
理
と
し
て
も
、

せ
め
て
覚
悟
く
ら
い
は
出
来
る
か

も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
最
後
の
理
由
は
ア
フ
リ

カ
だ
。
少
し
前
に
チ
マ
マ
ン
ダ
・
ア

デ
ィ
ー
チ
ェ
の“Half of a Yellow 

Sun ” 

を
読
ん
だ
。
僕
ら
が
大
学
生

の
こ
ろ
、
一
九
七
〇
年
前
後
の
ビ
ア

フ
ラ
戦
争
を
題
材
に
し
た
小
説
だ
。

九
世
紀
ご
ろ
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の

青
銅
器
、
ロ
ー
プ
ド
ポ
ッ
ト
が
小
道

具
で
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
、
ア

フ
リ
カ
の
前
近
代
と
植
民
地
時
代
、

そ
し
て
植
民
地
か
ら
脱
け
出
し
た

時
代
の
人
々
や
意
識
が
、
対
立
し

た
り
共
存
し
た
り
し
な
が
ら
流
れ

て
い
く
大
き
な
小
説
だ
。
そ
の
拮

抗
の
中
に
ア
フ
リ
カ
の
音
声
的
な

文
化
と
西
洋
的
な
文
字
基
盤
の
文

化
の
絡
み
合
い
が
あ
り
、
読
み
な

が
ら
、
そ
こ
に
つ
い
つ
い
意
識
が

向
い
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
読

後
感
を
引
き
ず
っ
て
い
た
も
の
だ

か
ら
、
も
っ
と
カ
メ
ラ
を
引
い
て
、

遠
景
か
ら
見
て
み
た
い
欲
求
に
駆

ら
れ
、
ア
フ
リ
カ
の
マ
ク
ロ
経
済

の
本
に
手
を
だ
し
た
の
だ
。

“Poor Numbers ” 

で
取
り
上
げ

て
い
る
ア
フ
リ
カ
は
地
中
海
沿
岸

や
中
近
東
で
は
な
く
、
サ
ハ
ラ
以

南
の
あ
ま
り
経
済
的
に
豊
か
で
は

な
い
国
々
だ
。
文
化
的
に
も
声
の

文
化
が
活
き
て
い
る
地
域
に
あ
た

る
。
こ
う
し
た
場
所
で
今
、
ど
う

い
う
こ
と
が
起
き
て
い
る
か
と
い

う
興
味
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
関
わ
る

問
題
で
も
あ
る
。

い
ま
さ
ら
、
オ
ン
グ
の
『
声
の

文
化
と
文
字
の
文
化
』
を
持
ち
出

す
こ
と
も
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
の

変
化
が
引
き
起
こ
す
意
識
変
化

の
例
が“Poor Numbers ” 

に
も

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ウ
ガ
ン
ダ
の
農

民
の
例
で
、
日
記
に
穀
物
の
収
穫

を
記
録
し
て
い
る
農
民
は
60
％

の
収
穫
増
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

話
だ
。“Poor Numbers ” 

の
著

者M
orten Jerven

は
世
界
銀
行

の
調
査
報
告
書
（“Can Diaries 

Help Im
prove A

gricultural 
Production Statistics? Evidence 
from

 Uganda ” W
orld Bank 

Development Research Group 
Policy Research  W

orking Paper 
5715, June 2011

）
か
ら
こ
の
話
を

引
用
し
紹
介
し
て
い
る
。
貧
困
や

飢
餓
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
課
題

と
し
て
い
る
国
際
機
関
は
、
お
そ

ら
く
、“
声
”
と
“
文
字
”
の
違
い

を
貧
困
と
発
展
の
違
い
と
見
る
だ

ろ
う
。
こ
の
例
が
文
字
の
獲
得
を

富ふ
じ
ょ
う
か

饒
化
と
結
び
つ
け
る
例
と
な
る

な
ら
、
そ
れ
は
“
ゾ
ミ
ア
”
の
問

題
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

『
ゾ
ミ
ア
︱
脱
国
家
の
世
界
史
』

（
み
す
ず
書
房　

ジ
ェ
ー
ム
ス
・

C
・
ス
コ
ッ
ト　

二
〇
一
三
年
十
月

三
日
）
は
原
題
を“The Art of Not 

Being Governed-An Anarchist 
History of Upland Southeast 
Asia ” 

と
い
い
、「
統
治
さ
れ
な
い

技
術
」
と
で
も
訳
せ
る
の
だ
ろ
う

か
。
副
題
の
「
南
ア
ジ
ア
高
地
の

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
史
」
は
や
は
り
そ

の
ま
ま
の
訳
だ
と
日
本
で
は
評
判

が
悪
く
な
り
そ
う
な
題
名
だ
。

こ
の
書
物
は
中
国
南
部
か
ら

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
ま
で
の
広
い
範
囲
の
高
地
に
す

む
人
々
が
、
統
治
＝
国
家
化
を
拒

否
す
る
姿
勢
を
持
っ
て
そ
の
環
境

を
選
択
し
て
い
る
こ
と
を
説
く
も

の
だ
。
こ
の
一
帯
で
は
環
境
が
生

活
形
態
を
規
制
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
意
識
が
生
活
形
態
を
選
択
し

て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関

係
に
限
っ
て
見
る
と
、
文
字
へ
の

対
処
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
単

純
に
無
文
字
な
の
で
は
な
く
、
文

字
を
持
つ
こ
と
を
拒
否
す
る
、
あ

る
い
は
彼
ら
の
伝
承
（
文
字
が
な

い
の
で
、
口こ

う

誦し
ょ
うに

よ
る
し
か
な
い
）

に
あ
る
よ
う
に
、
か

つ
て
文
字
を
持
っ

た
が
そ
れ
を
捨
て

た
、
つ
ま
り
否
定
し

た
も
の
と
す
る
の

で
あ
る
。

定
着
を
拒
否
し

て
文
字
も
拒
否
す

る
ゾ
ミ
ア
の
人
々

は
、
日
記
を
つ
け

て
よ
り
多
く
の
収

穫
を
得
よ
う
と
す
る
サ
ハ
ラ
以
南

の
人
々
と
対
照
的
な
存
在
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
サ
ハ
ラ
以
南
の
人
々
は

定
着
し
た
農
民
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
ち
ら
は
国
家
の
要
素
と
し
て
、

そ
の
経
済
生
活
は
G
D
P
に
組
み

入
れ
ら
れ
、
登
録
さ
れ
、
悪
く
言

え
ば
管
理
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
数

字
を
水
増
し
さ
れ
て
、
国
際
機
関

か
ら
の
補
助
金
を
引
き
出
す
大
切

な
道
具
に
使
わ
れ
る
。

貧
困
な
“
声
”
の
時
代
に
戻
る

こ
と
は
我
々
に
は
も
う
で
き
な
い
。

だ
が
、
我
々
の
周
り
に
は
、
と
り

つ
く
ろ
わ
れ
た
る
指
標
が
あ
ふ
れ

て
い
る
。
今
、
本
来
指
標
に
よ
っ

て
計
ら
れ
る
は
ず
の
内
容
は
忘
れ

ら
れ
、
指
標
を
す
べ
て
と
す
る
よ

う
な
意
識
が
当
た
り
前
に
な
っ
て

い
る
。
ゾ
ミ
ア
に
は
戻
れ
な
い
が

ゾ
ミ
ア
が
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
た

く
な
い
も
の
だ
。

（
う
ち
だ　

や
す
ひ
ろ　

教
授
・

日
本
文
学
）

私
が
大
学
時
代
を
過
ご
し
た
の

は
、
共
立
の
よ
う
な
華
や
か
な
都

心
の
女
子
大
学
と
は
別
世
界
の
、

大
阪
郊
外
に
立
地
す
る
地
味
な
大

学
で
あ
る
。
前
半
二
年
は
文
系
学

部
と
一
、二
回
生
の
集
ま
る
そ
こ

そ
こ
賑
や
か
な
キ
ャ
ン
パ
ス
だ
っ

た
が
、
裏
山
か
ら
タ
ヌ
キ
や
イ
ノ

シ
シ
が
訪
れ
る
野
性
味
あ
ふ
れ
る

所
で
も
あ
っ
た
。
後
半
二
年
の
専

門
学
部
は
理
系
学
部
の
集
ま
る
広

大
な
キ
ャ
ン
パ
ス
の
端
っ
こ
に
あ

り
、
最
寄
り
駅
か
ら
徒
歩
三
十
分

の
道
の
り
は
雪
が
降
る
と
「
遭
難

す
る
」
と
恐
れ
ら
れ
た
（
そ
の
後

医
学
部
の
病
院
が
引
っ
越
し
て
き

て
モ
ノ
レ
ー
ル
が
延
伸
さ
れ
、
だ

い
ぶ
便
利
に
な
っ
た
が
）。

入
学
当
時
、
構
内
に
は
ま
だ
学

生
運
動
の
名
残
が
あ
っ
て
、
四
角

い
文
字
で
何
や
ら
書
か
れ
た
立
看

板
が
並
ん
で
い
た
。
教
室
に
は
、

カ
ル
ト
宗
教
の
勧
誘
ビ
ラ
と
「
カ

ル
ト
宗
教
に
注
意
！
」
と
書
か
れ

た
ビ
ラ
が
散
乱
し
て
い
た
。
狙

わ
れ
て
い
た
の
は
地
方
か
ら
出
て

来
た
一
人
暮
ら
し
の
学
生
だ
。
実

際
に
ア
パ
ー
ト
の
隣
人
が
ひ
っ
か

か
っ
た
よ
う
で
、
親
御
さ
ん
が

真
っ
青
な
顔
で
探
し
に
来
た
こ
と

も
あ
る
。
で
も
当
人
と
は
顔
を
合

わ
せ
た
こ
と
が
な
く
、
お
役
に
は

立
て
な
か
っ
た
。

専
門
学
部
は
人
間
科
学
部
と
い

う
名
で
、
上
か
ら
見
る
と
建
物
が

「
人
」
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
が

売
り
だ
っ
た
。
そ
の
後
増
築
し
て

「
大
」
に
な
っ
た
り
「
犬
」
に
な
っ

た
り
、
今
は
何
と
も
言
い
が
た
い

形
に
な
っ
て
い
る
。
文
理
融
合
の

学
部
だ
っ
た
の
で
、
本
で
埋
め
尽

く
さ
れ
た
部
屋
だ
け
で
な
く
サ
ル

や
九
官
鳥
を
飼
育
し
て
い
る
研
究

室
も
あ
っ
た
。
授
業
中
何
や
ら
外

が
騒
が
し
く
、
万
博
公
園
の
つ
い

で
に
子
ど
も
た
ち
が
遠
足
に
来
た

の
か
な
、
と
思
っ
た
ら
サ
ル
だ
っ

た
り
。
知
人
の
研
究
の
実
験
台
と

な
り
防
音
室
の
中
で
ひ
た
す
ら
計

算
式
を
解
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
。
友
人
は
サ
ル
と
二
人
っ
き
り

の
様
子
を
観
察
し
た
ら
し
い
が
、

何
の
実
験
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

学
食
は
貧
弱
す
ぎ
て
、
そ
こ
そ

こ
の
食
物
に
あ
り
つ
く
に
は
徒
歩

十
分
の
他
学
部
の
食
堂
に
行
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
な
る
と

自
炊
文
化
が
生
ま
れ
る
。
校
舎
の

向
か
い
に
は
小
山
が
あ
っ
て
、
春

に
な
る
と
そ
こ
で
生
え
る
タ
ケ
ノ

コ
は
争
奪
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ

た
。
勝
者
の
研
究
室
か
ら
は
、
タ

ケ
ノ
コ
ご
飯
が
炊
き
あ
が
る
香
り

が
立
ち
こ
め
た
。
た
だ
、
私
の

い
た
ゼ
ミ
は
そ
う
い
う
パ
ッ
シ
ョ

ン
と
は
無
縁
だ
っ
た
の
で
、
と
い

う
か
、
大
学
に
来
な
い
人
た
ち
の

集
う
ゼ
ミ
だ
っ
た
の
で
、
最
初
か

ら
そ
の
戦
い
に
は
参
加
し
て
い
な

い
。講

義
は
先
生
が
手
元
の
講
義

ノ
ー
ト
を
読
み
上
げ
る
、
一
方
通

行
の
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
出
席

は
と
ら
な
い
。「
授
業
に
出
席
し

て
寝
て
い
る
く
ら
い
な
ら
、
い
い

映
画
で
も
観
に
行
っ
た
ほ
う
が
い

い
」
と
は
文
化
人
類
学
の
先
生
の

言
葉
だ
っ
た
か
。
感
服
し
て
実
行

し
た
。
卒
論
も
基
本
的
に
自
力
で

仕
上
げ
た
。
と
も
か
く
、
放
っ
た

ら
か
し
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う

か
、
基
本
的
に
自
分
の
ペ
ー
ス
で

大
学
と
つ
き
あ
う
こ
と
が
で
き

た
。
学
び
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
学

べ
る
し
、
学
び
た
い
こ
と
が
な
け

れ
ば
そ
れ
な
り
に
。
大
学
と
は
そ

ん
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
い

い
時
代
だ
っ
た
…
の
か
ど
う
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
私

の
性
に
は
合
っ
て
い
た
。

い
ば
ら
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
が
、
研
究
の
道
に
進
も
う
と
考

え
始
め
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

結
局
大
学
院
に
は
一
年
浪
人
を
し

て
進
学
、
修
了
後
も
研
究
員
と
し

て
さ
ら
に
五
年
弱
同
じ
場
所
で
過

ご
す
こ
と
に
な
る
と
は
、
当
時
の

私
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
な
い
。（
後

半
に
続
く
。）

（
よ
し
ざ
わ　

や
よ
い　

准
教

授
・
芸
術
社
会
学
）
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私
は
映
画
祭
が
好
き
だ
。
短
期
間

と
は
い
え
映
画
祭
の
開
催
期
間
中
、

映
画
中
心
の
生
活
に
浸
る
の
は
こ

の
上
な
い
幸
せ
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
映
画
祭
と
い
え

ば
カ
ン
ヌ
、
ベ
ネ
チ
ア
、
ベ
ル
リ
ン

が
有
名
だ
ろ
う
が
、
地
方
で
も
映
画

祭
は
多
く
開
か
れ
る
。
ず
い
ぶ
ん
前

に
な
る
が
、
ロ
カ
ル
ノ
映
画
祭
で
、

映
画
三
昧
の
日
々
を
送
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
ロ
カ
ル
ノ
は
、
ス
イ
ス
の

イ
タ
リ
ア
語
圏
テ
ィ
チ
ー
ノ
地
方

に
あ
る
小
都
市
で
、「
ロ
カ
ル
ノ
平

和
条
約
」が
締
結
さ
れ
た
町
と
し
て
、

ま
た
、
風
光
明
媚
な
気
候
と
、
マ

ジ
ョ
ー
レ
湖
と
、
八
月
に
十
日
間
行

わ
れ
る
映
画
祭
で
知
ら
れ
て
い
る
。

映
画
祭
の
開
催
中
、
町
は
映
画
中

新
入
生
の
皆
さ
ん
、
入
学
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

心
に
動
い
て
い
る
。
遠
方
か
ら
や
っ

て
く
る
映
画
関
係
者
と
愛
好
家
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
町
の
住
民
も

こ
の
時
は
、
映
画
と
い
う
磁
気
に

吸
い
寄
せ
ら
れ
て
い
く
。
ロ
カ
ル

ノ
映
画
祭
の
最
大
の
特
徴
は
、
観

客
の
投
票
で
「
観
客
賞
」
を
選
ぶ

こ
と
で
あ
る
。

私
が
ロ
カ
ル
ノ
映
画
祭
に
行
く

き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
ス
イ

ス
人
の
友
人
が
ロ
カ
ル
ノ
の
実
家

に
招
待
し
て
く
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

彼
女
も
私
同
様
、
映
画
好
き
（
シ

ネ
フ
ィ
ル
）
で
、
一
緒
に
映
画
を

見
よ
う
と
い
っ
て
住
民
に
購
入
の

優
先
権
が
あ
る
フ
リ
ー
パ
ス
を
手

配
し
て
く
れ
た
。
そ
の
お
か
げ
で

映
画
祭
で
は
多
い
と
き
に
一
日
五

本
映
画
を
見
た
。

肝
心
の
上
映
作
品
だ
が
、
劇
場

公
開
前
の
大
作
、「
マ
イ
ナ
ー
」
な

国
出
身
の
監
督
に
よ
る
名
作
、
若

手
監
督
の
デ
ビ
ュ
ー
作
を
見
る
こ

と
も
、
回
顧
上
映
で
の
巨
匠
の
知

ら
れ
ざ
る
傑
作
を
発
見
す
る
こ
と

も
あ
る
。
上
映
後
の
ト
ー
ク
セ
ッ

シ
ョ
ン
で
は
、
映
画
制
作
の
秘
話

を
聞
け
る
。
翌
日
の
地
方
紙
に
は

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
出
る
。
ス

タ
ー
が
普
通
に
町
を
歩
い
て
い
て
、

文
芸
学
部
の
ス
タ
ッ
フ
一
同
、

皆
さ
ん
を
心
か
ら
歓
迎
し
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
お
め
で
た
い
と

い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
皆
さ
ん

が
生
き
て
い
る
こ
の
現
代
は
、
日

本
の
内
と
外
を
問
わ
ず
、
平
和
と

は
言
い
が
た
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

二
〇
一
五
年
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
件

彼
ら
を
間
近
に
見
ら
れ
る
。
映

画
人
が
身
近
に
い
る
例
を
挙
げ

れ
ば
、
そ
ば
で
ア
ッ
バ
ス
・
キ

ア
ロ
ス
タ
ミ
〔
＝
イ
ラ
ン
の
映

画
監
督
〕
が
サ
イ
ン
を
求
め
ら

れ
て
い
た
し
、
あ
る
知
人
は
、

気
が
つ
く
と
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ

ク
・
ゴ
ダ
ー
ル
〔
＝
現
代
を
代

表
す
る
映
画
監
督
。
ス
イ
ス
在

住
〕
が
隣
に
い
た
と
言
っ
て
い

た
。映

画
祭
の
間
、
日
没
後
に
野

外
上
映
が
あ
っ
た
。
晩
は
冷
え

る
の
で
、
私
た
ち
は
上
着
を
用

意
し
て
会
場
に
向
か
っ
た
。
こ

の
晩
は
フ
ラ
ン
ス
の
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
を
見
た
。
昼
間
の
室
内

か
ら
一
変
し
て
、
さ
わ
や
か
な
微

風
を
肌
に
感
じ
な
が
ら
の
映
画
鑑

賞
は
格
別
だ
っ
た
。
ス
イ
ス
の
夏

な
ら
で
は
の
体
験
だ
。

今
で
は
、
学
生
時
代
の
よ
う
に

映
画
を
は
し
ご
す
る
機
会
は
な
く

な
っ
た
が
、
企
画
上
映
に
足
を
運

ぶ
こ
と
は
あ
る
。
東
京
で
は
一
回

限
り
の
回
顧
上
映
の
ほ
か
に
、
毎

年
決
ま
っ
た
時
期
に
開
催
さ
れ
て

い
る
、
フ
ラ
ン
ス
映
画
祭
、
イ
タ

リ
ア
映
画
祭
な
ど
の
国
別
の
特
集
、

あ
る
い
は
難
民
映
画
祭
な
ど
の

が
世
界
を
揺
る
が
し
ま
し
た
。
難

民
、
テ
ロ
、
IS
、
日
本
人
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
殺
害
、
集
団
的
自
衛
権

と
安
保
法
制
の
問
題
等
々
。
中
で

も
中
東
に
お
け
る
テ
ロ
や
難
民
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
、
新
聞
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
皆
さ
ん
も

接
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
九
八
九
年
に
地
中
海
の
マ
ル
タ

島
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（
父
）

米
大
統
領
と
ミ
ハ
イ
ル
・
ゴ
ル
バ

チ
ョ
フ
ソ
連
共
産
党
書
記
長
が
会

談
し
、
冷
戦
の
終
結
を
宣
言
し
た

時
に
は
、
ま
さ
か
世
界
が
こ
の
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
は
、
私
は

想
像
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の

こ
と
に
関
連
し
て
私
が
衝
撃
を
受

け
た
の
は
、
は
す
み
と
し
こ
と
い

う
自
称
漫
画
家
が
難
民
を
揶
揄
す

る
侮
蔑
的
な
漫
画
を
発
表
し
た
こ

と
で
し
た
。
は
す
み
氏
に
対
し
て

厳
し
い
非
難
の
声
が
上
が
っ
た
の

は
当
然
で
す
が
、
同
時
に
こ
の
出

来
事
は
イ
メ
ー
ジ
、
視
覚
と
い
う

テ
ー
マ
特
集
が
あ
る
。
一
応
上
映

作
品
一
覧
に
は
目
を
通
す
の
だ
が
、

最
近
は
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
。

映
画
の
鑑
賞
料
金
は
決
し
て
安

く
な
い
。
特
に
学
生
に
は
学
割
が

あ
る
と
は
い
え
、
毎
日
映
画
館
に

通
う
の
は
経
済
的
に
き
つ
い
。
そ

こ
で
、
映
画
試
写
状
持
参
と
い
う

方
法
で
は
な
く
、
無
料
で
映
画
を

鑑
賞
で
き
る
術
を
、
最
後
に
ご
紹

介
し
た
い
。

Ｅ
Ｕ
映
画
祭
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
多
様
性
を
発
見
し
て
も
ら
お
う

と
い
う
趣
旨
で
、
京
橋
の
国
立
フ
ィ

ル
ム
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
て
い

る
。
数
年
前
、
そ
こ
で
ベ
ル
ギ
ー

映
画
を
見
た
。『
抵
抗
』
と
い
う
作

品
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
、
ド

イ
ツ
占
領
下
の
ワ
ロ
ン
地
方
（
フ

ラ
ン
ス
語
圏
）
で
の
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
を
描
い
て
い
た
。
フ
ィ
ル
ム
セ

ン
タ
ー
の
チ
ケ
ッ
ト
売
り
場
で
共

立
の
教
職
員
証
を
見
せ
た
ら
、
映

画
料
金
は
無
料
に
な
っ
た
。

共
立
に
通
う
み
な
さ
ん
は
ご
存

も
の
の
性
質
を
示
し
て
も
い
ま
す
。

問
題
は
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
そ
れ
を
作
り
出
し
、
受
け
取

る
人
間
の
方
に
あ
る
の
で
す
。
暴

力
、
不
正
、
差
別
、
不
幸
を
も
た
ら

す
の
も
人
間
で
あ
り
、
平
和
、
正
義
、

平
等
、
幸
福
を
も
た
ら
す
の
も
人

間
で
す
。
皆
さ
ん
が
後
者
の
人
間

で
あ
り
続
け
る
た
め
に
、
大
学
の

四
年
間
で
人
間
に
と
っ
て
何
が
大

切
か
を
学
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
切

に
望
み
ま
す
。

じ
だ
ろ
う
か
。
学
生
も
教
職
員
も
、

こ
の
施
設
の
「
キ
ャ
ン
パ
ス
メ
ン

バ
ー
」
な
の
で
、
学
生
証
か
教
職

員
証
を
提
示
す
る
だ
け
で
、
難
民

映
画
祭
に
限
ら
ず
、
フ
ィ
ル
ム
セ

ン
タ
ー
で
上
映
さ
れ
る
ほ
ぼ
す
べ

て
の
映
画
を
無
料
で
鑑
賞
で
き
る

の
で
あ
る
。
近
＊々

、
三
隅
研
次
特

集
で
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
市
川
雷
蔵

が
登
場
す
る
ら
し
い
。
本
館
十
四

階
の
仏
文
研
究
室
付
近
の
壁
に
は
、

映
画
情
報
が
満
載
な
の
で
、
辺
り
を

お
歩
き
の
際
に
は
、
映
画
を
チ
ェ
ッ

ク
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。（

＊
二
〇
一
六
年
一
月
時
点
）

（
た
ぐ
ち　

あ
き　

准
教
授
・
フ

ラ
ン
ス
文
学
）

く
、
幸
せ
は
儚
い
」
と
歌
う
物
哀

し
い
声
が
重
な
り
、
明
る
く
穏
や

か
な
そ
の
光
景
が
、
紙
一
重
の
と

こ
ろ
で
や
っ
と
保
た
れ
て
い
る
こ

と
を
仄
め
か
す
︱
︱
「
貧
し
い
人

び
と
の
幸
せ
は
、
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル

の
大
が
か
り
な
幻
の
よ
う
。
一
瞬

の
夢
の
た
め
に
、
人
び
と
は
一
年

を
働
き
詰
め
て
、
王
様
の
、
海
賊
の
、

花
売
り
娘
の
衣

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ア

裳
を
作
る
。
灰
の

水
曜
日
に
は
、
す
べ
て
は
終
わ
っ

て
し
ま
う
け
れ
ど
」。

一
九
五
九
年
、
リ
オ
の
カ
ー
ニ

ヴ
ァ
ル
を
世
界
に
知
ら
し
め
た
、
フ

ラ
ン
ス
人
監
督
マ
ル
セ
ル
・
カ
ミ
ュ

の
映
画
『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
』
の
始
ま

り
の
シ
ー
ン
。
ボ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
傑

作
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
ま
で
も
世

界
中
で
愛
さ
れ
て
い
る
、
詩
人
ヴ
ィ

ニ
シ
ウ
ス
・
ヂ
・
モ
ラ
イ
ス
と
作

曲
家
ト
ム
・
ジ
ョ
ビ
ン
が
手
が
け

た
こ
の
歌
〈
幸
せ A

 Felicidade
〉

に
は
、
元
は
ま
っ
た
く
異
な
る
言

葉
が
当
て
ら
れ
て
い
た
︱
︱
「
幸

せ
は
、
狂
お
し
く
も
繊
細
な
も
の
。

そ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
色
の
花
と
愛

が
、
小
鳥
た
ち
の
巣
が
、
す
ば
ら

し
い
も
の
す
べ
て
が
あ
る
。
こ
れ

ほ
ど
繊
細
で
儚
い
の
で
、
ぼ
く
は

彼
女
、
幸
せ
を
優
し
く
扱
う
」。

映
画
の
原
案
と
な
っ
た
戯
曲
『
オ

ル
フ
ェ
ウ
・
ダ
・
コ
ン
セ
イ
サ
ォ

ン
』
の
作
者
で
も
あ
る
ヴ
ィ
ニ
シ

ウ
ス
が
書
い
た
こ
の
詩
に
つ
い
て

カ
ミ
ュ
は
、
売
れ
そ
う
に
な
い
か

ら
、
と
い
う
理
由
で
、
み
ん
な
が

カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
の
前
に
す
る
仕
事
、

紙
の
衣
裳
作
り
、
裁
縫
、
色
塗
り

な
ど
、
手
間
ひ
ま
を
か
け
な
が
ら

も
、
一
日
し
か
見
せ
場
の
な
い
も

の
を
描
い
て
ほ
し
い
と
、
ト
ム
を

通
じ
て
詩
人
に
伝
え
た
。
ヴ
ィ
ニ

シ
ウ
ス
は
そ
の
横
暴
に
不
満
を
覚

え
な
が
ら
も
、
書
き
換
え
た
。

こ
の
意
味
で
〈
幸
せ 

A
 

Felicidade

〉
は
、
リ
オ
の
カ
ー
ニ

ヴ
ァ
ル
に
対
し
て
外グ

リ
ン
ゴ

国
人
が
抱
く

幻
想
に
も
と
づ
い
て
で
き
あ
が
っ

た
と
も
言
え
る
け
れ
ど
、
こ
の
歌

が
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
永
遠
に
記

憶
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
も
ま
た
、
否
み
が
た
い
よ
う

に
思
え
る
。
カ
ミ
ュ
の
“
注
文
”

で
書
か
れ
た
一
節
に
は
、
一
瞬
で

消
え
て
し
ま
う
夢
の
な
か
に
、
そ

れ
で
も
な
お
心
を
照
ら
し
つ
づ
け
、

温
め
つ
づ
け
る
よ
う
な
微
か
な
光

を
見
出
そ
う
と
す
る
心
持
ち
が
歌

わ
れ
て
い
る
。
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
を

待
ち
望
み
、
そ
こ
に
す
べ
て
を
懸

け
る
リ
オ
の
人
び
と
の
想
い
を
、

こ
れ
ほ
ど
易
し
い
言
葉
で
こ
れ
ほ

ど
巧
み
に
捉
え
た
詩
は
他
に
は
な

い
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。

わ
た
し
た
ち
の
ま
な
ざ
し
は
い

つ
も
、
知
ら
ず
知
ら
ず
誰
か
に
み

ず
か
ら
の
幻
想
を
投
影
し
な
が
ら
、

そ
の
誰
か
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、

ま
な
ざ
し
が
み
ず
か
ら
に
向
け
ら

れ
る
と
き
に
も
同
じ
く
、
知
ら
な

い
う
ち
に
何
ら
か
の
幻
想
を
投
げ

か
け
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
姿
を

捉
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
だ

ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
い
く

ら
か
重
な
り
合
い
、
い
く
ら
か
ず

れ
合
う
、
い
く
つ
も
の
幻
想
が
あ

る
だ
け
で
、
ひ
と
つ
の
真
の
姿
と

い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。

ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
が
初
め
に
描
い

た
幸
せ
の
姿
︱
︱
自
画
像
︱
︱
は
、

詩
人
み
ず
か
ら
の
心
を
く
す
ぐ
る

こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
カ
ミ
ュ

の
目
に
は
ご
く
凡
庸
な
も
の
と

映
っ
た
。
カ
ミ
ュ
が
望
ん
だ
、
ヴ
ィ

ニ
シ
ウ
ス
に
は
茶
番
め
い
た
も
の

と
見
え
た
に
ち
が
い
な
い
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
アfantasia

︱
︱
こ
の
単
語

に
は
「
衣
裳
」
と
「
幻
想
」
と
い

う
ふ
た
つ
の
意
味
が
あ
る
︱
︱
を

ま
と
っ
た
と
き
に
初
め
て
、
詩
人

は
、
他
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
無

二
の
輝
き
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
よ
う
に
思
え
る
。

（
ふ
く
し
ま　

の
ぶ
ひ
ろ　

准
教

授
・
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
）

吉
澤　

弥
生

　

 「
労
働
者
と
し
て
の
芸
術
家
た
ち

　

︱
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

現
場
か
ら
」『
文
化
経
済
学
』
第

十
二
巻
第
二
号
、
二
〇
一
五
年

九
月    

曹　

元
春

 『
朱
子
絶
句
全
譯
注
』（
共
著
）
第

五
冊　

汲
古
書
院　

二
〇
一
五

年
八
月

堀　

新

 『
織
田
信
長
の
古
文
書
』（
共
編

著
）　

柏
書
房　

二
〇
一
六
年
一

月

水
を
溜
め
た
ブ
リ
キ
の
缶
を
頭

の
上
に
乗
せ
て
、
女
た
ち
は
土
の
坂

道
を
上
っ
て
ゆ
く
。
バ
ラ
ッ
ク
小
屋

が
立
ち
並
ぶ
そ
の
場
所
で
の
暮
ら

し
は
、
け
っ
し
て
楽
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
け
れ
ど
、
ま
ば
ゆ
い
青
空
の

下
、
ほ
が
ら
か
な
笑
顔
を
見
せ
る
大

人
た
ち
子
ど
も
た
ち
は
、
陽
気
に

日
々
を
送
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
そ
こ
に
「
悲
し
み
は
果
て
な

異
動
・
消
息

◇
昇
任

藤
田
岳
久
教
授
（
准
教
授
）

浦
野
郁
准
教
授
（
専
任
講
師
）

福
嶋
伸
洋
准
教
授
（
専
任
講
師
）

◇
退
職

〈
教
授
〉
近
藤
瑞
男
、
塩
川
浩
子

〈
助
手
〉
松
尾
依
子

◇
新
任

〈
専
任
講
師
〉
滝
沢
明
子
、
土
田
牧

子〈
助
手
〉
菊
地
絢
子

さ
く
ら
賞

文
芸
学
部
の
優
秀
な
卒
業

論
文
・
卒
業
制
作
に
与
え

ら
れ
る
さ
く
ら
賞
。
平
成

二
十
七
年
度
は
、
次
の
作
品

に
贈
ら
れ
ま
し
た
。

嘉
治
有
希

（
文
芸
メ
デ
ィ
ア
コ
ー
ス
）

「
現
代
の
フ
ァ
ー
ス
ト
メ

デ
ィ
ア
考　

～
テ
レ
ビ
と
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
流
行
創
出

に
つ
い
て
～
」

　映画祭

田口　亜紀

新
入
生
へ
の
挨
拶

文
芸
学
部
長　

池
上　

公
平

一瞬で消えてしまう
夢のなかに

福嶋　伸洋　

卒
業
し
て
か
ら
、
神
田
界
隈
を

初
め
て
歩
い
た
の
は
三
十
年
ほ
ど

前
の
初
夏
で
あ
る
。
私
は
三
人
目

の
娘
が
お
腹
に
い
て
、
主
人
と
娘

二
人
と
一
緒
だ
っ
た
。　
　

在
学
当
時
は
、休
講
を
知
る
や
、

友
と
北
の
丸
公
園
や
国
立
近
代
美

術
館
に
繰
り
出
し
た
。
そ
れ
ら
の

景
色
を
眺
め
、
懐
か
し
い
校
舎
を

見
上
げ
て
い
た
ら
、
偶
然
、
英
文

学
の
吉
田
正
俊
先
生
が
校
舎
の
階

段
を
降
り
て
い
ら
し
た
。

謝
恩
会
で
、
先
生
は
イ
タ
リ
ア

語
で
挨
拶
さ
れ
た
。
数
か
国
語
を

習
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ

て
い
た
か
ら
、
更
に
他
の
言
語
を

学
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
、
参
加
者

か
ら
一
様
に
溜
息
が
洩
れ
た
。
卒

業
し
て
も
、
何
か
し
ら
学
び
続
け

た
い
と
思
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。

六
十
歳
を
目
前
に
し
た
頃
か

ら
、
都
内
を
散
策
し
て
い
る
。
人

文
社
『
江
戸
東
京
散
歩
』
と
い
う

本
を
携
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
江

戸
切
絵
図
と
現
代
の
道
路
を
巧
み

に
当
て
は
め
史
跡
を
紹
介
し
て
い

る
か
ら
、
容
易
に
見
当
が
つ
く
。

そ
の
本
の
「
飯
田
町
駿
河
台
小

川
町
絵
図
」
の
頁
で
、『
南
総
里

見
八
犬
伝
』
を
著
し
た
滝
沢
馬
琴

が
母
校
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
と

知
っ
た
。
行
っ
て
み
る
と
、
九
段

郵
便
局
か
ら
徒
歩
五
分
ほ
ど
の
場

所
で
、
現
在
は
、
邸
内
の
井
戸
の

み
が
残
っ
て
い
る
。　
　

江
戸
が
開
府
し
て
四
百
年
も
過

ぎ
、
今
の
街
に
当
時
の
面
影
を
留

め
て
い
る
も
の
は
殆
ど
無
い
。が
、

史
跡
の
前
に
立
つ
と
、
そ
の
時
代

を
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す

る
。
神
保
町
～
御
茶
ノ
水
～
湯
島

の
史
跡
は
近
い
の
で
歩
く
。

数
年
前
、
趣
味
の
朗
読
で
谷
崎

潤
一
郎
の
『
刺し

青せ
い

』
を
学
ん
だ
。

文
中
の
、「
月
が
対
岸
の
土と

州し
ゅ
う（

土

佐
の
国
の
異
名
）
屋
敷
の
上
に
か

か
っ
て
」
と
い
う
件

く
だ
りが

気
に
な
っ

た
。
深
川
に
住
む
刺ほ

り

青も
の

師し

の
住

居
を
、『
江
戸
東
京
散
歩
』
の
地

図
で
辿
り
、
今
の
田た

螺に
し

稲
荷
神

社
で
は
？
と
見
当
を
つ
け
た
。
古

地
図
の
神
社
の
向
か
い
に
、『
高

井
土
佐
守
』
と
あ
る
。

こ
れ
が
高
じ
、
古
文
書
を
勉
強

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
変
体
仮
名

は
、毎
晩
寝
る
前
に
復
習
を
す
る
。

例
え
ば
、「
者
」
を
「
は
」
と
読

む
が
、
崩
れ
た
よ
う
な
筆
致
も

覚
え
る
し
か
な

い
。頓

知
で
有
名

な
一
休
禅
師
の

伝
説
を
ま
と
め

た
『
一
休
諸
国

物
語
』
で
は
、

山
猿
が
命
を
助

け
ら
れ
た
恩
返

し
に
、
苺
を
柏
の
葉
に
包
み
差
し

出
し
た
、
と
例
に
引
き
、
畜
生
で

も
人
の
恩
に
報
い
る
、
そ
れ
を
し

な
い
人
間
は
猿
に
も
劣
る
と
あ

る
。時

代
を
越
え
た
警
鐘
の
よ
う
に

感
じ
る
。
人
と
し
て
生
き
る
こ
と

の
大
事
さ
を
、
絶
え
ず
意
識
し
た

い
。
現
代
人
は
、
科
学
の
発
達
に

よ
る
生
活
の
便
利
さ
を
楽
し
む
こ

と
に
、
気
を
取
ら
れ
過
ぎ
て
い
る

の
だ
か
ら
。

ま
た
、
戦
の
み
で
は
時
代
は
動

か
な
か
っ
た
よ
う
だ
。『
雑
記
乾け

ん

坤こ
ん

』
と
い
う
資
料
で
は
、
秀
吉
亡

き
後
、
次
の
天
下
取
り
は
誰
？
と

い
う
諸
侯
達
の
雑
談
の
場
で
、
黒

田
如
水
が
、
家
康
で
あ
る
、
と
述

べ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
『
飯め

し

盛も

り
女

請う
け
お
い

状じ
ょ
う』

は
、
親
が
娘
の
奉
公

期
間
の
延
長
を
願
い
出
て
い
る
。

飯
盛
り
女
と
い
う
の
は
、
大
概
は

遊
女
な
の
だ
。
女
性
の
地
位
が
低

か
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う

こ
と
か
と
胸
が
痛
む
。

時
代
を
旅
す
る
よ
う
な
古
文
書

の
世
界
を
、
こ
れ
か
ら
も
楽
し
ん

で
い
き
た
い
。

（
も
ち
づ
き　

き
み
え　

昭
和
四
十
八
年
度　

文
芸
学
部

　

英
米
文
学
コ
ー
ス
卒
業
）

時代を旅して
望月　公恵

都指定旧跡 滝沢馬琴宅跡の井戸

研
究
紹
介
　

本館 14 階仏文研究室付近には映画情報が満載
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舞
台
は
日
々
生
ま
れ
て
消
え
る

が
、
映
画
は
一
つ
の
完
成
し
た
姿

で
時
間
を
過
ご
す
。
そ
こ
が
映
画

と
演
劇
の
違
い
で
、
演
劇
で
は
全

て
が
観
客
で
あ
る
私
た
ち
と
共
に

変
化
し
て
ゆ
く
が
、
映
画
で
は
変

わ
っ
て
ゆ
く
の
は
常
に
私
た
ち
の

側
だ
。
だ
か
ら
、
古
い
映
画
を
見

る
と
、
ず
っ
と
昔
に
去
っ
た
人
に

会
い
、
問
わ
れ
る
よ
う
な
気
が
す

る
。
今
あ
な
た
は
ど
こ
に
い
る
の

か
と
。

昨
年
、
原
節
子
が
亡
く
な
り
、

何
度
目
か
の
『
東
京
物
語
』（
一

九
五
三
）
を
テ
レ
ビ
で
見
た
。
昔
、

好
き
だ
っ
た
の
は
、
義
母
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
電
話
を
会
社
で
受

け
、
デ
ス
ク
で
ぼ
ん
や
り
し
て
い

る
原
節
子
の
カ
ッ
ト
。
あ
の
完
璧

な
笑
顔
よ
り
も
、
そ
れ
が
消
え
た

瞬
間
こ
そ
美
し
く
思
え
た
。
だ
が

今
で
は
、
そ
の
完
璧
な
笑
顔
で
「
あ

た
く
し
猾ず

る
い
ん
で
す
」
と
言
わ
せ

三
越
百
貨
店
に
鎮
座
す
る
動
物

と
い
え
ば
、
そ
う
、
お
馴
染
み
の
ラ

イ
オ
ン
で
あ
る
。
初
め
て
こ
の
ラ
イ

オ
ン
像
が
お
披
露
目
さ
れ
た
の
は

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
九
月
一
五

日
の
、
三
越
日
本
橋
本
店
新
館
が
落

成
し
た
と
き
の
こ
と
だ
。
青
銅
製
の

ラ
イ
オ
ン
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
ト
ラ

フ
ァ
ル
ガ
ー
広
場
ネ
ル
ソ
ン
記
念

塔
下
に
あ
る
ブ
ロ
ン
ズ
の
ラ
イ
オ

ン
を
模
し
て
造
ら
れ
て
い
る
。
元

三
越
専
務
の
日
比
翁
助
（
一
八
六
〇

～
一
九
三
一
）
は
、
老
舗
百
貨
店

ハ
ロ
ッ
ズ
視
察
の
た
め
訪
英
し
た

際
、
広
場
の
ラ
イ
オ
ン
像
が
人
々
の

憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
様
子
に

感
銘
を
受
け
、
そ
の
賑
わ
い
を
日
本

橋
に
も
と
い
う
思
い
か
ら
特
注
し

た
と
い
う
。
日
比
は
我
が
子
に
「
雷

音
」
と
名
付
け
る
ほ
ど
の
ラ
イ
オ
ン

好
き
で
あ
っ
た
と
い
う
逸
話
も
の

こ
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
オ
ン
像
は
ま

さ
に
、
三
越
が
か
つ
て
の
呉
服
店

か
ら
、
ハ
ロ
ッ
ズ
を
範
に
し
た
「
デ

パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
」
へ
生
ま
れ

変
わ
ろ
う
と
す
る
過
渡
期
に
登
場

し
た
、
新
た
な
る
近
代
的
百
貨
店
の

象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
高
ら

か
な
る
宣
言
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

さ
て
、
三
越
に
い
た
の
は
ラ
イ
オ

ン
だ
け
で
は
な
い
。
先
述
の
三
越

日
本
橋
本
店
新
館
が
新
築
さ
れ
る

少
し
前
の
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）

年
、
期
間
限
定
な
が
ら
三
越
に
動
物

園
が
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。
動
物
園
と
い
っ
て

も
、
上
野
動
物
園
や
多
摩
動
物
園
の

よ
う
な
大
掛
か
り
な
も
の
で
は
な

く
、
三
越
が
主
催
し
た
第
一
回
児
童

博
覧
会
の
会
場
中
庭
に
設
け
ら
れ

た
八
角
形
の
檻
（
動
物
籠
）
が
そ
れ

で
あ
る
。
同
年
四
月
二
日
付
の
東
京

朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、
そ
の
中
に
は

猫
六
匹
と
熊
、
犬
四
匹
に
猿
六
匹
が

同
居
し
て
い
て
、
猿
の
う
ち
一
匹
だ

け
三
越
の
白
半
纏
を
着
用
し
て
い

た
と
い
う
。「
犬
猿
の
仲
」
と
し
ば

し
ば
例
え
ら
れ
る
犬
と
猿
だ
が
、
実

際
こ
の
時
の
動
物
た
ち
は
と
い
う

と
、
仲
睦
ま
じ
い
姿
で
愛
嬌
を
存
分

に
ふ
り
ま
き
、
子
ど
も
た
ち
に
大
人

気
だ
っ
た
よ
う
だ
。
日
比
の
発
案
に

よ
り
行
わ
れ
た
児
童
博
覧
会
は
、
百

貨
店
が
開
催
し
た
博
覧
会
の
嚆こ

う

矢し

で
あ
る
。
今
年
の
干
支
の
お
猿
に
ち

な
ん
で
も
う
一
つ
。
一
九
五
五
（
昭

和
三
〇
）
年
に
は
、
本
店
屋
上
遊
園

に
猿
が
運
転
手
を
つ
と
め
る
お
猿

の
電
車
「
ニ
コ
ニ
コ
号
」
を
走
ら
せ

て
い
る
。
こ
れ
は
こ
ど
も
の
日
を
祝

し
て
行
わ
れ
た
催
し
で
、
約
一
か
月

間
、
子
ど
も
ら
の
喝
采
を
浴
び
な
が

ら
運
行
し
た
。

と
こ
ろ
変
わ
っ
て
、
日
本
橋
高
島

屋
。
戦
後
ま
も
な
い
一
九
五
〇
（
昭

和
二
五
）
年
の
夏
、
屋
上
に
タ
イ
か

ら
来
日
し
た
一
頭
の
ア
ジ
ア
ゾ
ウ

が
お
目
見
え
し
た
。
銀
座
か
ら
日
本

橋
の
あ
い
だ
を
パ
レ
ー
ド
し
な
が

ら
や
っ
て
き
た
と
い
う
そ
の
子
ゾ

ウ
は
、「
高
子
ち
ゃ
ん
」
と
名
付
け

ら
れ
、
飼
育
さ
れ
た
。
高
子
ち
ゃ
ん

は
四
年
間
、
高
島
屋
の
屋
上
で
多
く

の
子
ど
も
た
ち
に
愛
さ
れ
た
が
、
体

が
大
き
く
な
り
屋
上
で
は
飼
え
な
く

な
っ
た
た
め
、
上
野
動
物
園
へ
引
き

取
ら
れ
、
そ
の
後
、
移
動
先
の
多
摩

動
物
園
で
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年

事
故
に
よ
り
没
し
た
。
高
子
ち
ゃ
ん

が
来
日
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
〇

年
目
の
こ
と
だ
っ
た
。

昨
年
一
一
月
、
日
本
橋
高
島
屋
の

屋
上
を
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
。
高
子

ち
ゃ
ん
の
背
中
を
う
つ
し
た
緩
や

か
な
双
曲
線
を
た
た
え
る
機
械
室

の
フ
ォ
ル
ム
（
図
参
照
）
が
、
往
時

の
高
子
ち
ゃ
ん
の
姿
を
彷
彿
と
さ

せ
る
。
た
ま
た
ま
写
り
こ
ん
だ
工
事

中
の
ク
レ
ー
ン
が
ま
る
で
ゾ
ウ
の

鼻
の
よ
う
で
も
あ
る
。
嬉
し
そ
う
に

パ
オ
ー
ン
と
鼻
を
振
り
上
げ
る
高

子
ち
ゃ
ん
と
、
歓
喜
す
る
子
ど
も
た

ち
の
声
が
今
に
も
聞
こ
え
て
き
そ

う
な
気
が
し
た
。

（
お
お
し
ま　

そ
に
あ　

准
教

授
・
メ
デ
ィ
ア
史
／
歴
史
社
会
学
）

た
小
津
安
二
郎
に
こ
そ
驚
く
。
戦

死
し
た
夫
を
思
い
出
さ
な
い
日
さ

え
あ
る
、
と
原
節
子
。
だ
が
私
た

ち
は
知
っ
て
い
る
、
戦
後
を
生
き

る
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
誰
に

も
そ
れ
を
非
難
で
き
な
い
、
と
。

だ
が
彼
女
は
冷
静
な
笑
顔
で
言
う
、

「
猾ず

る
い
ん
で
す
」
…
…

単
に
古
く
な
り
、
懐
か
し
め
ば

よ
い
映
画
は
数
多
あ
る
。
だ
が
小

津
作
品
は
、
時
代
の
安
易
な
尺
度

に
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
に
残
さ

れ
た
、
永
遠
に
説
明
の
つ
か
な
い

何
か
…
…
遺
作
『
秋
刀
魚
の
味
』

（
一
九
六
二
）
か
ら
一
部
、
シ
ナ
リ

オ
を
傍
ら
に
再
生
し
よ
う
。

戦
時
中
は
駆
逐
艦
の
艦
長
、
今

は
平
穏
な
会
社
勤
め
の
笠
智
衆
が
、

久
し
ぶ
り
に
海
軍
時
代
の
部
下
・

加
東
大
介
と
会
い
、
小
さ
な
ト
リ

ス
バ
ァ
に
飲
み
に
行
く
。
加
東
が

あ
の
卵
の
よ
う
な
顔
で
言
う
。「
ね

え
艦
長
、
ど
う
し
て
日
本
負

け
た
ん
で
す
か
ね
え
」。「
ウ
ー

ム
、
ね
え
…
…
」
と
曖
昧
に

微
笑
し
て
い
る
笠
智
衆
。
加

東
「
け
ど
艦
長
、
こ
れ
が
も

し
日
本
が
勝
っ
て
た
ら
、
ど

う
な
っ
て
ま
す
か
ね
え
？
」

笠
（
笑
顔
）「
さ
ァ
ね
え

…
…
」。
加
東「
勝
っ
て
た
ら
、

艦
長
、
今
頃
は
あ
な
た
も
わ

た
し
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
よ
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
。
パ
チ
ン
コ

屋
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
ほ

ん
と
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ア
メ
リ

カ
の
」。
笠
（
笑
顔
）「
そ
う
か
ね

え
」。
加
東
の
埒
も
な
い
話
は
続
く
。

も
し
日
本
が
勝
っ
て
い
た
ら
、「
目

玉
の
青
い
奴
が
丸
髷
か
何
か
結
っ

ち
ゃ
っ
て
、
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
噛

み
噛
み
三
味
線
ひ
い
て
ま
す
よ
。

ザ
マ
ァ
見
ろ
ッ
て
ン
だ
」。
笠
（
依

然
と
し
て
笑
顔
）「
け
ど
敗ま

け
て
よ

か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
」
…
…

タ
オ
ル
を
鉢
巻
に
し
て
、
バ
ァ

の
マ
ダ
ム
岸
田
今
日
子
が
銭
湯
か

ら
戻
る
。
彼
女
が
軍
艦
マ
ー
チ
を

か
け
、
ご
機
嫌
の
加
東
は
海
軍
式

に
敬
礼
し
て
店
内
を
行
進
す
る
。

「
ね
え
艦
長
、
艦
長
も
や
っ
て
く
だ

さ
い
よ
、ね
え
！
」
岸
田
も
敬
礼
し
、

歯
を
見
せ
て
華
や
か
に
笑
う
。
笑

顔
の
笠
智
衆
、
自
ら
も
敬
礼
…
…
。

ま
た
別
の
場
面
。
娘
・
岩
下
志
麻

が
嫁
い
だ
晩
、
笠
智
衆
は
一
人
こ

の
バ
ァ
を
訪
れ
る
。
岸
田
が
か
け

た
軍
艦
マ
ー
チ
に
、
二
人
の
酔
客

が
言
う
。「
大
本
営
発
表
…
…
」「
帝

国
海
軍
は
今
暁
五
時
三
十
分
、
南

鳥
島
東
方
海
上
に
於
て
…
…
」「
敗ま

け
ま
し
た
」「
そ
う
で
す
、
敗ま

け
ま

し
た
」（
二
人
薄
く
笑
う
）
…
…

そ
の
傍
ら
で
、
微
笑
ん
で
い
る

よ
う
な
、
あ
る
い
は
泣
き
出
し
そ

う
な
、
笠
智
衆
の
曖
昧
な
眉
。

こ
の
映
画
が
公
開
さ
れ
た
の
は

戦
後
十
七
年
目
。
吉
田
喜
重
が

「
底
知
れ
な
い
異
様
さ
」
と
言
っ

た
こ
の
軍
艦
マ
ー
チ
の
場
面
を
、

二
〇
一
六
年
の
私
た
ち
は
ど
う
見

る
か
。
少
な
く
と
も
私
に
は
、「
敗ま

け
て
よ
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
」
と

微
笑
む
笠
智
衆
は
、
預
言
者
じ
み

て
、
空
恐
ろ
し
く
す
ら
あ
る
。
そ

の
く
せ
「
そ
う
で
す
、敗ま

け
ま
し
た
」

と
言
わ
れ
て
微
か
に
歪
む
彼
の
顔

を
見
る
と
、
何
や
ら
暗
く
冷
た
い

も
の
に
触
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
の

だ
。そ

し
て
思
う
。
今
、
自
分
が
見
て

い
る
も
の
の
正
体
を
私
は
永
遠
に

知
ら
な
い
。
あ
の
戦
争
は
何
で
あ
っ

た
と
、
論
じ
て
も
虚
し
い
。
正
解

も
解
決
も
結
論
も
な
い
、
言
葉
に

な
ら
な
い
日
本
の
思
い
出
。
だ
が

私
は
笠
智
衆
の
優
し
い
顔
を
通
し

て
「
そ
れ
」
を
見
る
。
曖
昧
に
笑
い
、

あ
る
い
は
曖
昧
な
悲
愁
に
沈
む
彼

の
表
情
が
映
す
「
そ
れ
」
を
前
に
、

た
だ
言
葉
に
詰
ま
る
。
そ
し
て
自

分
た
ち
の
乗
っ
た
船
は
七
〇
年
ぶ

ん
岸
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
思
っ
て

い
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
単
に

迷
っ
て
漂
流
し
て
い
た
だ
け
だ
っ

た
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
今
、
私

た
ち
は
ど
こ
に
い
る
の
か
…
…

最
後
の
場
面
。「
一
人
ぼ
っ
ち
」

の
笠
智
衆
の
横
顔
は
、
直
視
す
る
の

が
憚

は
ば
から

れ
る
ほ
ど
に
寂
し
い
。
台

所
で
ヤ
カ
ン
か
ら
コ
ッ
プ
に
水
を

注
い
で
飲
み
、
椅
子
に
腰
か
け
る
。

そ
の
顔
は
も
う
見
え
な
い
。

（
む
ら
い　

は
な
よ　

教
授
・
西

洋
演
劇
論
）

小
学
生
の
頃
、
年
に
一
回
「
映

画
鑑
賞
」
の
日
が
あ
っ
た
。
給
食

を
食
べ
た
後
、
え
っ
ち
ら
お
っ
ち

ら
椅
子
を
持
っ
て
講
堂
に
集
ま
り
、

演
壇
上
に
大
き
く
映
し
出
さ
れ
る

映
画
を
見
る
高
揚
感
ら
し
き
も
の

が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
映
画
を
見

た
の
か
、
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な

い
。
弱
肉
強
食
の
野
生
動
物
の
生
態

を
追
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
、

迫
力
満
点
の
大
画
面
で
見
た
こ
と

も
あ
っ
た
気
は
す
る
の
だ
が
…
…
。

映
画
鑑
賞
会
の
記
憶
は
、
椅
子
を

抱
え
て
校
庭
を
歩
く
と
き
の
砂
埃

の
匂
い
に
尽
き
る
。

親
に
連
れ
ら
れ
て
映
画
館
で
見

た
映
画
の
い
く
つ
か
は
、
題
名
も
内

容
も
思
い
出
せ
る
。
し
か
し
、
子

ど
も
の
頃
に
見
た
映
画
の
多
く
は
、

学
校
の
講
堂
で
あ
れ
、
映
画
館
で

あ
れ
、
テ
レ
ビ
で
あ
れ
、
自
分
で

選
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

自
意
識
過
剰
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
が
、
映
画
に
限
ら
ず
、「
こ

れ
が
私
の
原
点
」
と
公
言
す
る
の

は
、
な
ん
だ
か
気
恥
ず
か
し
い
。

私
が
初
め
て
自
覚
的
に
選
び
、
映

画
館
で
一
人
で
、
繰
り
返
し
何
度

も
見
た
の
は
『
小
さ
な
恋
の
メ
ロ

デ
ィ
ー
』（
一
九
七
一
年
）
と
い
う

映
画
だ
。
乙
女
す
ぎ
る
邦
題
と
違
っ

て
、
原
題
は
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル

︱
︱M

elody

で
あ
る
。

当
時
の
私
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
年

齢
の
少
年
少
女
が
、
親
や
学
校
の

先
生
に
反
抗
し
、
友
だ
ち
の
助
け

を
借
り
て
駆
け
落
ち
し
よ
う
と
す

る
物
語
だ
。「
一
人
で
繰
り
返
し
」

見
た
の
は
、
細
部
を
と
に
か
く
全

部
覚
え
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
だ
。

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
歩
く
ロ
ン
ド
ン

の
街
並
み
（
ジ
ャ
ム
の
瓶
に
入
れ

た
金
魚
を
放
す
の
は
、
馬
用
の
水

飲
み
場
）、
ダ
ニ
エ
ル
が
友
人
と
乗

り
込
む
タ
ク
シ
ー
（
旧
型
の
少
し

丸
み
の
あ
る
車
体
が
懐
か
し
い
、

通
称
ブ
ラ
ッ
ク
・
キ
ャ
ブ
）、
二
人

が
通
う
学
校
の
制
服
（
ブ
レ
ザ
ー

の
下
に
組
み
合
わ
せ
る
ギ
ン
ガ
ム
・

チ
ェ
ッ
ク
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
は
色
と

り
ど
り
）。
学
校
の
音
楽
の
授
業
で

ダ
ニ
エ
ル
は
チ
ェ
ロ
を
弾
き
、
体

育
の
授
業
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
バ
レ

エ
を
踊
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
日

本
の
、
普
通
の
小
中
学
校
で
は
あ

り
得
な
い
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
た
。

映
画
館
に
見
に
行
く
だ
け
で
は

飽
き
足
ら
ず
、
近
代
映
画
社
か
ら
刊

行
さ
れ
て
い
た
原
作
の
小
説
を
繰

り
返
し
読
ん
だ
。
す
る
と
、
映
画

で
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
細
部

も
判
別
す
る
。
ど
う
や
ら
彼
ら
の

住
む
地
域
は
ラ
ン
ベ
ス
ら
し
い
と

知
っ
た
。
い
つ
の
日
か
聖
地
巡
礼
の

た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に
行
こ
う
と
決

め
て
い
た
も
の
の
、
詳
し
い
情
報

を
手
軽
に
得
る
手
段
が
な
い
た
め

に
、
繰
り
返
し
映
画
を
見
て
、
繰

り
返
し
小
説
を
読
む
し
か
な
か
っ

た
の
だ
。

こ
れ
ら
の
体
験
は
、
小
学
校
高

学
年
か
ら
中
学
生
の
頃
の
話
で
あ

る
。
高
校
生
に
な
っ
て
、
大
き
な

書
店
で
た
ま
た
ま
見
つ
け
て
し

ま
っ
た
。
映
画
の
音
声
を
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
収
録
し
た
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー

プ
付
き
の
、
英
和
対
訳
シ
ナ
リ
オ

が
売
ら
れ
て
い
る
！
そ
ん
な
夢
の

よ
う
な
も
の
が
こ
の
世
に
あ
る
な

ん
て
、
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
自
分
が
恨
め
し
か
っ
た
。
映
像

は
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
さ
え
あ
れ

ば
い
つ
で
も
映
画
を
「
聴
け
る
」

の
だ
。
手
持
ち
の
お
金
で
買
え
る

値
段
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の

日
は
た
だ
眺
め
た
だ
け
だ
っ
た
。

翌
週
あ
た
り
に
、
同
じ
書
店
の
同

じ
棚
に
直
行
し
、
無
事
手
に
入
れ

た
も
の
の
、
テ
ー
プ
が
擦
り
切
れ

て
し
ま
う
の
が
怖
く
て
、
繰
り
返

し
何
度
も
聴
く
贅
沢
は
で
き
な

か
っ
た
。

今
私
の
手
元
に
は
、
数
年
前
に

買
っ
たDVD

が
あ
る
。
い
つ
で
も

好
き
な
と
き
に
好
き
な
だ
け
、
何

十
回
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
も
、
実
は
一
度
もDVD

で
見
て

い
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
？　
「
い
つ

で
も
好
き
な
だ
け
」
は
曲
者
だ
。

子
ど
も
の
頃
に
は
、
リ
ヴ
ァ
イ
バ

ル
さ
れ
る
度
に
映

画
館
に
通
っ
て

見
た
の
に
…
…
。

TV

放
映
が
あ
る

と
き
は
、
深
夜
で

も
見
て
い
た
の
に

…
…
。

初
め
て
ロ
ン
ド

ン
に
行
っ
た
と
き

に
、
地
元
の
人
し
か
い
な
い
よ
う

な
ラ
ン
ベ
ス
を
あ
て
も
な
く
た
だ

歩
き
回
る
だ
け
で
満
足
し
て
い
た
。

今
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検

索
す
れ
ば
、
十
四
カ
所
も
の
ロ
ケ

地
情
報
が
易
々
と
手
に
入
っ
て
し

ま
う
。
で
も
、
貪
る
よ
う
に
映
画

を
見
て
、
小
説
を
読
ん
で
、
映
画

を
「
聴
い
て
」
い
た
だ
け
の
幼
い

情
熱
を
、
懐
か
し
く
、
愛
お
し
く

も
思
う
の
で
あ
る
。

（
ぬ
ま
た　

ち
か　

教
授
・
ア
メ

リ
カ
文
学
／
ア
メ
リ
カ
文
化
）

笠智衆の微笑

村井　華代

研究ノート

百
貨
店
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ま
話
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学
生
た
ち
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に

参
加
し
、
作
り
上
げ
る
授
業

（KALECO

）
が
始
ま
っ
た
。
昨

年
度
は
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
青

い
鳥
』
の
上
演
を
行
い
、
私
も
少

し
お
手
伝
い
を
し
た
。

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
回
す
と
真
実

の
世
界
が
見
え
る
と
い
う
帽
子
を

も
ら
っ
た
チ
ル
チ
ル
と
ミ
チ
ル
た

ち
は
、
青
い
鳥
を
探
し
に
さ
ま
ざ

ま
な
世
界
を
訪
れ
る
。
そ
の
中
に

「
森
」
の
場
面
が
あ
る
。

夜
の
森
、
木
々
が
ざ
わ
ざ
わ

と
枝
を
揺
ら
し
て
い
る
。
チ
ル

チ
ル
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
回
す

と
、木
々
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

KALECO
学
生
の
作
っ
た
台
本
か

ら
少
し
引
用
す
る
。

ポ
プ
ラ　

木
こ
り
の
子
め
。
お

前
の
父
親
に
、
俺
た
ち
木
は
随
分

ひ
ど
い
目
に
合
わ
さ
れ
て
き
た
ん

だ
ぞ
。

ブ
ナ　

そ
の
通
り
だ
。
私
た
ち

の
身
内
だ
け
で
も
、
息
子
、
叔

父
、
叔
母
、
従
姉
妹
た
ち
、
嫁
、

孫
…
…
み
ん
な
殺
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。木

々
た
ち
は
二
人
を
殺
そ
う
と

す
る
。あ
わ
や
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

ダ
イ
ヤ
を
回

し
て
、
二
人

は
こ
ち
ら
の

世
界
に
戻
っ

て
く
る
。
チ

ル
チ
ル
は
彼

ら
が
怒
っ
て

い
る
の
は
意
地
悪
だ
か
ら
だ
と
考

え
る
が
、
二
人
を
守
護
し
て
い
る

光
の
精
は
、

光　

人
間
は
、
こ
の
世
で
た
っ

た
一
人
、
万
物
に
立
ち
向
か
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
わ

か
っ
た
で
し
ょ
う
。

と
言
っ
て
、こ
の
場
面
は
終
わ
る
。

二
十
世
紀
初
頭
の
作
品
で
あ
る
。

自
然
を
殺
し
て
生
き
て
い
る
こ
と

へ
の
罪
悪
感
を
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン

ク
は
か
な
り
肯
定
的
に
、
人
間
存

在
の
必
然
と
し
て
語
る
。

と
こ
ろ
で
、
八
世
紀
の
日
本
神

話
に
は
「
草
木
言
問
う
」
世
界
、

つ
ま
り
草
木
が
喋
る
世
界
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、

そ
の
よ
う
に
自
然
が
喋
る
よ
う
な

荒
ぶ
る
世
界
が
、
天
（
髙
天
原
）

の
神
々
に
よ
っ
て
平
定
さ
れ
、
現

在
の
平
和
な
世
界
が
あ
る
と
い
う

文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
。
古
代
神

話
は
日
本
の
王
権
（
国
家
）
の
正

当
性
を
描
く
書
物
で
あ
る
か
ら
当

然
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
自
然
に
対
す

る
罪
悪
感

は
な
い
。

自
然
の
脅

威
を
克
服

し
た
若
々

し
い
国
家

の
満
足
感

が
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
。

私
が
調
査
し
て
い
る
中
国
西
南

の
少
数
民
族
ナ
シ
族
の
人
々
は
、

こ
の
世
の
始
ま
り
を
、
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。
昔
、
ル
神
と
セ

神
が
話
し
歌
っ
た
時
期
が
あ
り
、

樹
木
が
歩
け
る
時
期
が
あ
り
、
石

が
会
話
す
る
時
期
が
あ
り
、
大
地

が
揺
れ
る
時
期
が
あ
っ
た
。

ル
神
と
セ
神
は
兄
妹
で
、
二
人

が
兄
妹
婚
を
し
て
肉
の
卵
を
産

み
、
そ
れ
を
切
り
刻
ん
で
天
地
に

ば
ら
ま
い
た
。
天
に
投
げ
ら
れ
た

肉
片
は
鳥
に
な
り
、
地
上
に
落
ち

た
肉
片
は
草
木
、
虫
に
な
り
、
山

の
麓
に
落
ち
た
も
の
が
人
間
に
な

り
、
河
海
に
落
ち
た
も
の
が
水
鳥

や
魚
、
蝦
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
人
間
と
自
然
は
最
初

の
兄
妹
神
か
ら
生
ま
れ
た
兄
弟
だ

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
に
は
人
間

が
自
然
を
殺
す
こ
と
へ
の
罪
悪
感

も
、
自
然
を
克
服
し
た
人
間
の
満

足
感
も
語
ら
れ
な
い
。
木
々
が
歩

い
た
り
石
が
話
し
た
り
、
大
地
が

揺
れ
る
な
か
で
暮
ら
す
こ
と
は
大

変
だ
が
、
か
つ
て
人
間
は
そ
う
い

う
世
界
の
中
で
誕
生
し
た
と
い

う
、
素
朴
な
充
全
感
が
あ
る
。

自
然
に
対
す
る
罪
悪
感
、
自
然

を
克
服
し
た
満
足
感
、
そ
し
て
自

然
と
人
間
は
兄
弟
で
あ
る
と
い
う

素
朴
な
充
全
感
。
人
間
は
自
然
の

声
を
さ
ま
ざ
ま
に
聞
い
て
き
た
。

私
た
ち
は
、
自
然
を
ほ
ぼ
克
服

し
た
時
代
を
生
き
て
い
る
。
非
常

に
住
み
や
す
い
。
た
だ
、
自
然
を

克
服
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
た
ち

は
充
全
感
か
ら
遠
ざ
か
り
、
満
足

を
感
じ
ら
れ
ず
、
罪
悪
感
に
打
ち

の
め
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
る
の
だ

ろ
う
。

（
え
ん
ど
う　

こ
う
た
ろ
う　

教
授
・
日
本
古
代
文
学
）

須
田
基
揮　

画 黄ばんでしまったパンフレット
とカセット・テープが宝物

映画を〈聴く〉

沼田　知加

劇芸術研究室蔵書から
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〈
英
語
英
米
文
学
〉

進
化
す
る
コ
ー
ス

英
文
コ
ー
ス
は
昨
年
度
よ
り
杉

村
使
乃
先
生
を
お
迎
え
し
、
現
在
六

名
の
専
任
教
員
が
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
実
は
近
年
で
一
番
多
い
教
員
数

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分

野
を
書
き
出
す
と
、
ア
メ
リ
カ
文

学
・
文
化
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
・
文

化
、
児
童
文
学
、
英
語
教
育
、
言
語

学
、
比
較
文
学
、
翻
訳
、
と
非
常
に

多
岐
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
規
模

の
大
学
で
、
教
員
の
専
門
が
こ
れ
だ

け
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
英

文
科
や
コ
ー
ス
は
な
か
な
か
な
い

の
で
は
？
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
卒
業
生
で
あ
る
二
人
の
助
手

が
、
皆
さ
ん
の
日
々
の
勉
学
に
つ
い

て
親
身
に
な
っ
て
ア
ド
バ
イ
ス
し

て
く
れ
ま
す
。
ど
の
学
年
に
所
属
す

る
学
生
に
と
っ
て
も
、
新
し
い
学

び
の
窓
が
開
く
一
年
に
な
る
よ
う
、

全
員
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
！

ク
イ
ズ
：
英
文
コ
ー
ス
の
卒
業
論

文
が
、
万
年
筆
で
の
手
書
き
か
ら

パ
ソ
コ
ン
で
の
タ
イ
プ
形
式
に
切

り
替
わ
っ
た
の
は
い
つ
頃
で
し
ょ

う
？
一
九
八
五
年
、
一
九
九
五
年
、

そ
れ
と
も
二
〇
〇
〇
年
く
ら
い
？

答
え
は
英
文
研
究
室
（
一
四
一
二
）

に
て
。
先
輩
方
の
卒
論
を
実
際
に

手
に
取
り
、
コ
ー
ス
の
歴
史
を
感

じ
て
み
て
下
さ
い
ね
。　
　
（
浦
野
）

〈
造
形
芸
術
〉

共
立
の
助
手

共
立
女
子
大
学
に
は
助
手
と
い

う
も
の
が
い
ま
す
。
そ
の
存
在
に

気
付
い
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
授

業
の
準
備
や
片
付
け
を
し
て
先
生

に
く
っ
つ
い
て
歩
い
た
り
、
皆
さ

ん
の
学
生
生
活
に
必
要
な
諸
々
の

手
続
き
の
た
め
書
類
を
作
っ
た
り

電
話
し
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
何

者
な
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、
本
人

た
ち
も
一
言
で
は
説
明
し
づ
ら
い

よ
う
で
す
。「
何
し
て
い
る
ん
で
す

か
？
」
と
質
問
す
れ
ば
、「
色
々
」

と
答
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
何
者
で
す
か
？
」
に
つ
い
て
は

様
々
。
で
も
「
共
立
の
卒
業
生
」
と

い
う
の
は
大
抵
共
通
し
て
い
ま
す
。

身
近
な
卒
業
生
に
対
し
て
、
皆
さ

ん
に
何
か
少
し
で
も
良
い
印
象
を

持
た
れ
る
と
い
い
の
で
す
が
。
も

う
一
つ
共
通
点
を
挙
げ
る
と
、
助

手
と
い
う
の
は
色
々
な
、
よ
く
分

か
ら
な
い
仕
事
の
中
で
、
学
生
の

皆
さ
ん
と
関
わ
り
、
陰
な
が
ら
サ

ポ
ー
ト
で
き
る
こ
と
が
、
唯
一
と

言
っ
て
い
い
ほ
ど
励
み
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

き
れ
い
ご
と
で
は
な
く
、
何
故
分

か
る
か
と
い
う
と
、
私
も
助
手
だ
っ

た
か
ら
で
す
。
最
大
五
年
と
い
う

任
期
を
終
え
、
こ
の
四
月
か
ら
は

も
う
助
手
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

わ
け
が
分
か
ら
な
い
こ
と
に
囲
ま

れ
な
が
ら
、
五
年
間
勤
め
ま
し
た
。

あ
ー
あ
、
疲
れ
た
。
で
も
楽
し
か
っ

た
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
お
陰
で
す
。
今
し
か
な

い
学
生
生
活
を
、
楽
し
み
つ
く
し

て
下
さ
い
。　
　
　
　
　
　
（
松
尾
）

〈
劇
芸
術
〉

新
し
い
時
代

永
ら
く
「
劇
芸
術
研
究
室
の
顔
」

で
あ
っ
た
近
藤
瑞
男
先
生
が
、
三

月
を
も
っ
て
御
退
職
に
な
り
ま
し

た
。
今
後
も
演
劇
評
論
家
・
陶
芸
家
・

ス
ノ
ー
ド
ー
ム
コ
レ
ク
タ
ー
と
し

て
の
御
活
躍
は
続
く
こ
と
で
し
ょ

う
が
、
大
学
で
お
会
い
す
る
機
会

が
少
な
く
な
る
の
は
寂
し
い
限
り

で
す
。
今
後
、
歴
代
の
偉
大
な
先

生
方
が
築
か
れ
た
伝
統
を
守
っ
て

い
く
の
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
近
藤
先
生
の
後
任
と

し
て
、
土
田
牧
子
先
生
を
お
迎
え

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
大
き

な
喜
び
で
あ
り
、
希
望
で
す
。
黒

御
簾
音
楽
の
研
究
は
す
で
に
高
く

評
価
さ
れ
、
日
本
の
古
典
芸
能
全

般
か
ら
オ
ペ
ラ
・
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

に
も
通
じ
た
新
進
気
鋭
の
研
究
者

で
す
。
阿
部
由
香
子
先
生
、
村
井

華
代
先
生
に
土
田
先
生
を
加
え
た
、

三
人
の
実
力
派
女
性
教
員
が
、
劇

芸
術
コ
ー
ス
の
新
し
い
時
代
を
拓

い
て
下
さ
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
あ
と
四
年
、
今
年
入

学
し
た
人
が
卒
業
す
る
ま
で
、
宝

塚
歌
劇
の
授
業
も
続
け
る
予
定
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
）

〈
日
本
語
日
本
文
学
〉

研
究
室
を
訪
ね
よ
う

高
校
ま
で
と
違
っ
て
、
大
学
の

教
員
は
毎
日
研
究
室
に
い
ま
せ
ん
。

出
校
し
て
い
て
も
、
授
業
や
会
議
、

な
ん
や
か
や
と
研
究
室
を
不
在
に

す
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
も
、
学
生
の
み
な
さ
ん
に
は
ぜ

ひ
研
究
室
を
訪
ね
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
突
然
で
も
よ
い
で
す
し
、

確
実
に
会
い
た
い
場
合
は
予
約
を

と
っ
て
。
私
は
学
生
時
代
、
ゼ
ミ

の
先
生
を
は
じ
め
、
他
の
先
生
方

の
研
究
室
を
か
な
り
の
頻
度
で
訪

ね
て
い
ま
し
た
。
授
業
で
わ
か
ら

な
か
っ
た
こ
と
や
、
確
認
し
た
い

こ
と
、
今
何
に
と
り
く
む
べ
き
か
、

そ
の
た
め
に
は
何
を
調
べ
た
ら
よ

い
の
か
な
ど
、
授
業
で
は
聞
け
な

か
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
話
を
研
究
室

で
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
変

な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
我
な

が
ら
授
業
料
分
以
上
の
も
の
を
絞

り
と
ら
せ
て
も
ら
っ
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

新
し
く
入
学
し
た
一
年
生
は
も

ち
ろ
ん
、
コ
ー
ス
に
所
属
し
た
ば

か
り
の
二
年
生
も
敷
居
を
高
く
感

じ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
文

研
究
室
（
一
四
一
一
）
に
は
、
個

性
的
か
つ
（
時
に
は
過
剰
な
ほ
ど
）

親
切
な
教
員
（
内
田
、
半
沢
、
遠
藤
、

深
津
、岡
田
）、助
手
（
齋
藤
、市
地
）

が
い
ま
す
か
ら
、
是
非
遠
慮
せ
ず

訪
ね
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
（
岡
田
）

〈
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
〉

感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て

J'entends pleurer.

（
泣
き
声

が
聞
こ
え
る
。）
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
や

フ
ォ
ー
レ
の
音
楽
で
も
知
ら
れ
る

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
戯
曲
『
ペ
レ

ア
ス
と
メ
リ
ザ
ン
ド
』
は
こ
の
よ

う
な
一
文
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
三

年
次
に
受
講
し
た
仏
文
学
講
読
の

授
業
で
こ
の
作
品
と
出
会
い
、
仏

文
の
仲
間
た
ち
と
冒
頭
か
ら
の
数

行
を
一
緒
に
朗
読
し
た
と
き
の
こ

と
を
今
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。

こ
の
と
き
知
覚
動
詞
の
用
法
を
習

い
ま
し
た
が
、
こ
の
作
品
に
は
聴

覚
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
感
覚

が
織
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
感
覚

と
象
徴
の
森
の
中
で
謎
深
き
メ
リ

ザ
ン
ド
の
心
を
読
み
解
き
な
が
ら
、

文
学
の
奥
深
さ
を
教
わ
り
ま
し
た
。

昨
年
度
、
仏
文
コ
ー
ス
で
は
有

志
学
生
を
募
っ
て
イ
オ
ネ
ス
コ
の

『
犀
』
の
観
劇
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

実
際
に
舞
台
を
見
て
感
じ
取
っ
た

台
詞
や
演
出
の
あ
り
方
か
ら
、
感

覚
と
知
識
、
想
像
と
思
考
力
を
総

動
員
し
て
読
解
に
挑
む
貴
重
な
機

会
と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
こ
の
春
、
三
十
四
年
に
わ

た
り
仏
文
コ
ー
ス
を
導
い
て
く
だ

さ
っ
た
塩
川
浩
子
先
生
が
退
任
さ

れ
、
滝
沢
明
子
先
生
が
着
任
さ
れ

ま
し
た
。
滝
沢
先
生
の
ご
専
門
は

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
。
文
学
の
み
な

ら
ず
宝
塚
に
も
精
通
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。　
　
　
　
　
（
及
部
）

〈
文
芸
メ
デ
ィ
ア
〉

大
人
数
だ
け
れ
ど
も
…

文
芸
メ
デ
ィ
ア
コ
ー
ス
は
、
他

コ
ー
ス
と
比
べ
て
コ
ー
ス
生
が
多

い
の
が
特
徴
の
一
つ
で
す
。
一
学

年
が
百
名
以
上
い
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
私
が
文
メ
の
コ
ー

ス
生
だ
っ
た
頃
と
変
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
助
手
と
し
て
共
立
に

戻
り
、
大
き
く
変
っ
た
と
感
じ
た

こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
文
芸
メ
デ
ィ
ア
演
習
」
と
い
う
科

目
が
で
き
た
こ
と
で
す
。
少
人
数

で
、
文
メ
の
先
生
方
の
授
業
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
、
授
業
で
は
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
り
、
ク
ラ
ス

の
仲
間
と
発
表
の
準
備
を
し
た
り
、

コ
ー
ス
生
同
士
で
切
磋
琢
磨
し
な

が
ら
勉
強
に
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。
大
人
数
の
文
メ
だ
け
れ
ど

も
、
コ
ー
ス
生
で
顔
馴
染
み
に
な

る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
さ
ら
に
、
先

生
方
と
の
距
離
も
一
層
近
く
な
り
、

ご
指
導
い
た
だ
け
ま
す
。

皆
さ
ん
が
何
か
悩
ん
で
い
た
り
、

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
て
も
、

先
生
方
や
同
コ
ー
ス
生
の
仲
間
に

相
談
し
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
（
生
田
）

〈
文
芸
教
養
〉

ち
ょ
っ
と
気
取
っ
て

「
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
て
書
く
」
と

い
う
の
が
、
よ
い
文
章
を
書
く
秘

訣
だ
そ
う
で
す
（
丸
谷
才
一
『
文

章
読
本
』）。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
シ
ン

キ
ン
グ
の
な
せ
る
わ
ざ
な
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ば
か
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

身
づ
く
ろ
い
の
こ
と
を
想
い
出

し
ま
し
ょ
う
。
ち
ょ
っ
と
気
取
っ

て
自
分
を
演
出
す
る
能
力
は
、
一

朝
一
夕
に
身
に
つ
く
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
頃
か
ら
目
を
こ
や

し
、
趣
味
を
磨
い
て
い
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

〈
司
書
課
程
〉

図
書
館
界
の
イ
ベ
ン
ト

過
去
の
話
を
一
つ
。
昨
年
九
月
、

ウ
チ
の
図
書
館
か
ら
「
十
一
月
に

行
わ
れ
る
『
図
書
館
総
合
展
』
に

学
生
さ
ん
を
連
れ
て
行
き
ま
せ
ん

か
？　

お
手
伝
い
し
ま
す
」
と
い

う
大
変
あ
り
が
た
い
提
案
が
あ

り
ま
し
て
、
ホ
イ
ホ
イ
と
話
に
乗

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
図
書
館
界
の

見
本
市
で
、
企
業
が
図
書
館
向
け

製
品
の
発
表
を
し
た
り
団
体
が
活

動
報
告
を
し
た
り
し
ま
す
。
主
催

者
が
行
う
大
学
生
向
け
ガ
イ
ド
ツ

ア
ー
を
利
用
し
、
ウ
チ
の
図
書
館

お
し
ゃ
れ
の
心
が
ま
え
は
文
章

に
も
通
じ
ま
す
。
色
々
な
文
章
に

触
れ
て
目
を
こ
や
し
、
趣
味
を
磨

き
、
で
き
れ
ば
そ
の
幅
を
広
げ
ま

し
ょ
う
。
同
じ
こ
と
を
字
に
す
る

に
も
、「
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
て
」
言

葉
づ
か
い
や
、
話
題
の
並
べ
方
に

工
夫
を
こ
ら
す
よ
う
に
な
る
は
ず

で
す
。

文
教
の
ブ
ッ
ク
マ
ラ
ソ
ン
は

大
学
院
文
芸
学
研
究
科
情
報

文
芸
学
研
究
科
は
、
昨
年
度

か
ら
日
本
文
学
・
英
文
学
・
演

劇
学
に
文
芸
学
が
加
わ
り
、
四

つ
の
研
究
領
域
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
学
部
で
勉
強
し
た
す

べ
て
の
テ
ー
マ
を
、
そ
の
ま
ま

大
学
院
で
発
展
さ
せ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方

は
、
卒
論
指
導
の
先
生
に
相
談

し
て
み
て
下
さ
い
。　
（
鈴
木
）

の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
提
供
し
て
い
る
企

業
な
ど
の
い
く
つ
か
の
展
示
ブ
ー

ス
を
回
っ
て
お
話
を
伺
っ
て
き
ま

し
た
。
図
書
館
業
界
は
意
外
に
盛

り
上
が
っ
て
い
る
の
だ
な
、
と
い

う
こ
と
を
参
加
し
た
学
生
は
感
じ

た
よ
う
で
す
。

次
に
こ
れ
か
ら
の
話
を
。
こ
の

八
月
に
国
際
学
校
図
書
館
協
会
（
Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｌ
）
の
年
次
総
会
が
日
本
で

行
わ
れ
ま
す
。
世
界
各
国
か
ら
集

ま
っ
た
学
校
図
書
館
員
や
研
究
者

が
「
デ
ジ
タ
ル
化
時
代
の
学
校
図

書
館
」
を
テ
ー
マ
に
発
表
や
議
論

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
関
連
企
業

が
展
示
を
行
い
ま
す
。
五
日
間
と

い
う
開
催
期
間
の
長
さ
は
学
校
図

ち
ょ
っ
と
気
取
り
た
い
あ
な
た
の

お
供
で
す
。

え
、
気
乗
り
が
し
な
い
？　

そ

れ
な
ら
、
毎
朝
、
身
づ
く
ろ
い
の

鏡
に
向
か
っ
て
「
あ
な
た
は
学
究

の
徒
で
す
」
と
声
に
出
し
て
語
り

か
け
、
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
て
出
か

け
ま
し
ょ
う
。
本
棚
は
全
然
気
取

ら
ず
に
、
愛
想
よ
く
あ
な
た
を
迎

え
て
く
れ
ま
す
よ
。　
　
（
上
野
）

書
館
が
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
会
場
は
す

ぐ
そ
こ
、
明
治
大
学
で
す
。（

藤
田
）

〈
教
職
課
程
〉

教
養
の
輪
郭

入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
四
年
を

か
け
た
長
丁
場
の
上
に
、
介
護
等

体
験
、
教
育
実
習
、
教
職
実
践
演

習
等
の
対
外
活
動
を
含
め
て
、
教

職
課
程
の
履
修
は
息
の
抜
け
な
い

作
業
の
連
続
で
す
。

教
職
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
一
年

次
の
「
教
職
入
門
」
か
ら
始
ま
り
、

四
年
次
後
期
の
「
教
職
実
践
演
習
」

で
締
め
括
ら
れ
る
「
教
職
に
関
す

る
科
目
」（
合
計
三
十
三
単
位
）
と
、

取
得
を
希
望
す
る
免
許
教
科
ご
と

に
学
部
の
理
念
の
支
柱
と
な
る
科

目
を
中
心
と
し
た
「
教
科
に
関
す

る
科
目
」（
二
十
～
二
十
七
単
位
以

上
）
お
よ
び
「
教
科
又
は
教
職
に

関
す
る
科
目
」（
八
単
位
）、
さ
ら

に
は
「
体
育
」「
法
学
（
日
本
国
憲

法
）」「
情
報
機
器
操
作
」な
ど
の「
そ

の
他
の
科
目
」（
八
単
位
）
等
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
結
果
と
し
て
、
文
芸
学

部
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
は
最
も

輪
郭
が
明
確
で
、
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム

的
に
も
コ
ー
ス
ご
と
の
必
修
科

目
・
単
位
数
を
上
回
る
大
き
な
塊

と
な
っ
て
い
ま
す
。
文
学
、
芸
術

に
関
す
る
専
門
教
養
を
幅
広
く
と

い
っ
て
、
と
か
く
ぼ
ん
や
り
し
た

も
の
に
な
り
が
ち
な
大
学
で
の
学

び
に
輪
郭
を
与
え
る
手
立
て
の
一

つ
が
こ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。

（
葉
椰
子
）

Information Sharing Is Key　　　〜ひと言ふた言〜
Communication really is the key to success in our line of work, and communication across 

organizational boundries is probably one of the most important patterns we can engage in. 
As a teacher of writing in English based courses, I have found it incredibly helpful to talk 
about the process of academic writing with instructars teaching writing in Japanese. The 
more I know about how the teaching of academic writing is done in the Japanese-based 
classes at Kyoritsu, the easier it is for me to decide how to convey important concepts and 
techniques concerning an English based writing process to my students.

Often such converations take place ‘on the fly,’ i.e. whenever and wherever I happen 
to meet teachers from the Japanese writing classes. The information they give me is 
extremely helpful, even when we happen to be wrestling with a question that really has no 
clear answer. One example would be, “How do you translate the term ‘thesis statement’ 
into Japanese?” I’ve asked this question to other faculty up and down the hallways and 
from the first the the fifteenth floor, and I haven’t found anyone who can give me an exact 
translation, probably because none exists. The current consensus would have it that the 
closest we can get is that it’s something like a ketsuron that appears at the beginning of 
a piece of writing, rather than at the end. That may or may not be the best way to explain 
the concept to my students, and we may yet hit on a better translation of the term, but the 
fact remains that the broader our communication is among our colleagues, the better.

（Article by C.Hoskins）

「
都
心
に
あ
る
共
立
に
勤
め
出

し
て
か
ら
、
今
ま
で
よ
り
も
舞
台

を
見
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
、
楽
し
い
で
す
ね
」。

ご
趣
味
の
観
劇
に
つ
い
て
溌
剌
と

し
た
笑
顔
で
語
る
杉
村
使
乃
先

生
。
昨
年
度
、
英
語
英
米
文
学
研

究
室
に
着
任
さ
れ
た
。

新
潟
県
ご
出
身
。
高
校
生
の
頃

か
ら
外
国
文
学
を
好
ま
れ
、
青
山

学
院
大
学
の
英
文
科
に
進
み
、
そ

こ
で
の
青
山
誠
子
先
生
と
の
出
会

い
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
研
究
の

道
へ
進
ま
れ
た
。
十
九
世
紀
イ
ギ

リ
ス
の
女
性
作
家
を
取
り
上
げ
た

青
山
先
生
の
授
業
で
、
男
性
社
会

で
あ
る
文
壇
で
の
女
性
作
家
た
ち

の
あ
り
方
や
、
作
中
で
の
女
性
の

描
か
れ
方
に
興
味
を
惹
か
れ
た
と

い
う
。
そ
れ
は
学
術
的
な
面
に
と

ど
ま
ら
ず
、
人
生
に
対
す
る
「
気

付
き
」
を
得
る
き
っ
か
け
に
な
っ

た
と
い
う
。
な
お
、
青
山
先
生
は

か
つ
て
共
立
の
教
壇
に
も
立
た
れ

て
い
た
縁
あ

る
方
だ
。

教
鞭
を
と

り
始
め
て
か

ら
、
次
第
に

十
九
世
紀
全

体
に
網
羅
す

る
範
囲
が
広

が
り
、
現
在

の
ご
専
門
で

あ
る
イ
ギ
リ
ス
児
童
文
学
に
辿
り

着
く
。「
十
九
世
紀
は
、
児
童
文

学
の
黄
金
期
の
始
ま
り
な
ん
で

す
」。
そ
も
そ
も
「
子
ど
も
向
け
」

と
い
う
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
で
き
た
の

が
十
九
世
紀
で
あ
っ
た
。
大
人
の

読
ん
で
い
た
も
の
が
、
次
の
世
代

で
は
児
童
文
学
に
ス
ラ
イ
ド
さ
れ

る
例
も
多
い
と
い
う
。「
ブ
ロ
ン

テ
の『
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
』も
、元
々

子
ど
も
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い

た
も
の
で
は
な
い
で
す
が
、
児
童

文
学
全
集
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
の

一
つ
で
す
」。

学
生
時
代
に
は
ま
た
、
英
字

新
聞
を
作
る
サ
ー
ク
ル
に
参
加
。

「
中
立
で

あ
り
、
か

つ
主
張
も

あ
る
と
い

う
報
道
の

難
し
さ
を

学
生
新
聞

で
あ
り
な

が
ら
も
体

験
で
き
た

の
は
面
白
か
っ
た
で
す
ね
」。
入

部
の
理
由
は
女
子
寮
の
友
人
、
先

輩
と
の
縁
だ
っ
た
と
い
う
。
女
子

寮
の
生
活
は
、「
女
性
同
士
が
本

当
に
親
し
く
な
れ
る
場
で
あ
り
、

か
っ
こ
い
い
先
輩
も
い
ら
し
て
、

す
ご
く
刺
激
的
で
し
た
」。

そ
ん
な
先
生
だ
が
、
着
任
当
初

は
女
子
大
と
い
う
こ
と
に
と
て
も

緊
張
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
し
か

し
今
で
は
「
教
員
と
い
う
仕
事
で

得
な
の
は
、
同
世
代
で
あ
れ
ば
つ

き
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
な
様
々
な

人
と
関
わ
れ
る
こ
と
」
と
、
学
生

と
の
交
流
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る

ご
様
子
。
こ
の
よ
う
に
、
人
と
の

つ
な
が
り
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る

点
が
お
話
を
伺
っ
て
い
て
と
て
も

印
象
的
だ
。

『
第
二
次
世
界
大
戦
の
大
衆
メ

デ
ィ
ア
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
表
象
』
と
い
う

テ
ー
マ
の
共
同
研
究
に
も
参
加
さ

れ
て
い
る
。「
学
際
的
な
交
流
を

し
つ
つ
研
究
が
で
き
る
と
い
う
の

が
、
今
の
私
に
は
と
て
も
有
益
な

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
」。
青
山

先
生
に
始
ま
り
、
素
敵
な
女
性
の

先
輩
方
と
の
出
会
い
が
多
く
あ
っ

た
と
い
う
。「
い
つ
も
、
こ
ん
な

風
に
な
れ
た
ら
い
い
な
っ
て
い
う

人
が
近
く
に
い
て
く
れ
た
こ
と

は
、
す
ご
く
あ
り
が
た
い
こ
と
で

し
た
」。

我
々
の
「
素
敵
な
先
輩
」
で
あ

る
先
生
か
ら
共
立
生
へ
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
伺
う
と
、「
十
四
階
で
も
っ

と
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
た
方
が
い

い
！
」
と
ま
ず
一
言
。
十
四
階
の

各
研
究
室
前
で
、
学
会
・
舞
台
・

展
覧
会
等
の
案
内
を
掲
示
し
て
い

る
が
、
先
生
も
情
報
収
集
に
活
用

さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
社
会
だ
と
、
自
分
の
好
き

な
情
報
は
い
く
ら
で
も
掘
り
下

げ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
広
く
色
々

な
情
報
に
触
れ
る
こ
と
は
意
識
し

な
い
と
で
き
な
い
。
大
学
は
広
く

色
々
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
大

事
な
場
所
だ
と
思
う
。
大
学
で
過

ご
す
時
間
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」。

（
松
野
）

▽
本
学
で
は
、児
童
文
学
概
論
、

英
米
文
学
各
論
、
英
米
文
学
小
説

講
読
、
英
語
英
米
文
学
演
習
、
文

芸
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
卒
業
論
文
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
、
英
米
文
学
・
論
文
研
究
、

近
・
現
代
英
米
文
学
講
読
、
近
・

現
代
英
米
文
学
特
講
を
ご
担
当
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　
　
杉す
ぎ
む
ら村

　
使し

の乃
　
先
生

（
准
教
授
）


