


　国際学部では、 学部ホームページを活用した広報活動の一環として、 2017

年度より専任教員によるリレー・エッセイを実施しました。内容は広く各教

員の研究、教育活動に関わることであり、 できるだけ平易に書くように努め

ました。それによって、 国際学部への入学を検討している受験生やその保護

者の方に学部の 「雰囲気」 を伝えるとともに、 すでに入学した在校生たちに

も、 授業だけでは伝わりにくい教員の関心や来歴などについての情報を提供

することで、 学びの広がりや次年度のゼミの選択における材料としてもらう

ことを目的としました。

　先生方には、 学務や教務の忙しいなかご協力いただき、28 本のエッセイが

2018 年 4 月中旬から 12 月下旬の 9 ヶ月にわたって掲載されました。この場を

借りて、 改めてお礼申し上げます。また、 掲載時に取りまとめに当たり、今

回の PDF でのエッセイ集作成に際しても編集に当たってくれた国際学部助手

のみなさんにも、 心から感謝いたします。

　なお、 エッセイ集において述べられている見解については、 あくまで執筆

教員個人のものであり、 学部全体を代表するものではないことをお断りして

おきます。

2019 年 3 月 31 日

国際学部広報委員会

委員長 　西山 暁義
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墓を訪ねて三千里：ドイツ最古の火葬場にて

西山　暁義

1.

墓
地
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
と

　
　

 

フ
ラ
ン
ス
の
違
い
？

　

ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
が
共
同
で
設
立
し
た
テ

レ
ビ
局
ア
ル
テARTE

に
、『
カ
ラ
ン
ボ
ラ
ー
ジ
ュ

Karam
bolage

』（
番
組
説
明
の
英
語
版
ウ
ィ
キ

ペ
デ
ィ
ア
記
事
は
こ
ち
ら
）
と
い
う
面
白
い
番
組

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
行
事
か
ら
日
常
生
活

に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
両
国

の
共
通
点
や
相
違
点
、
つ
な
が
り
を
コ
ミ
カ
ル

に
伝
え
る
内
容
で
、
そ
れ
ぞ
れ
3
～
4
分
と

短
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
私

も
と
き
ど
き
そ
のDVD

を
授
業
で
使
わ
せ
て
も

ら
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
今
や
日
本
の
店
で
も
目
に
す
る
よ

う
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
ガ
ム
（
グ
ミ
）「
ハ
リ
ボ
」

の
回
（
リ
ン
ク
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
とARTE

の
テ

キ
ス
ト
の
ペ
ー
ジ
に
飛
び
ま
す
）
で
は
、
生
み

の
親
が
ハ
ン
ス
・
リ
ー
ゲ
ル
と
い
う
ボ
ン
の
職

人
で
あ
っ
た
と
い
う
由
来
か
ら
始
ま
り
、
ド
イ

ツ
で
は
ハ
リ
ボ
は
第
二
の
通
貨
と
し
て
も
流
通

し
て
お
り
、
ま
た
ハ
リ
ボ
の
熊
の
祖
先
が
考
古

学
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
い
っ
た

冗
談
を
経
て
、
最
後
に
ド
イ
ツ
で
売
ら
れ
て
い

る
ハ
リ
ボ
と
フ
ラ
ン
ス
で
売
ら
れ
て
い
る
ハ
リ

ボ
を
ド
イ
ツ
人
に
ブ
ラ
イ
ン
ド
試
食
さ
せ
る
実

験
を
行
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
み
な
ほ
と
ん
ど
即

座
に
正
解
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ
ツ
の
ハ

リ
ボ
は
よ
り
硬
く
、
甘
さ
は
抑
え
目
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
見
た
目
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

ド
イ
ツ
の
も
の
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
方
が
色
鮮

や
か
で
あ
る
が
（
そ
れ
ゆ
え
ブ
ラ
イ
ン
ド
テ
ス

ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
）、
こ
れ
は
着
色
料
の
使

用
を
め
ぐ
る
両
国
の
規
制
に
違
い
に
よ
る
も
の

ら
し
い
（
た
だ
し
、
こ
の
回
は
2
0
0
4
年
に

製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
で
は
ド
イ
ツ
で
も

か
な
り
カ
ラ
フ
ル
で
ソ
フ
ト
な
ハ
リ
ボ
も
ス
ー

パ
ー
で
見
ら
れ
る
が
…
）。
他
に
も
、「
パ
リ
と

ベ
ル
リ
ン
の
地
下
鉄
に
お
け
る
無
賃
乗
車
と
そ

の
取
り
締
ま
り
の
違
い
」（YouTube

映
像
、
ド

イ
ツ
語
版
）、「
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
を
め
ぐ
る
ド
イ

ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
係
」（
フ
ラ
ン
ス
語
版
テ
キ

ス
ト
）
な
ど
、
取
つ
き
や
す
い
テ
ー
マ
で
、
楽

し
み
な
が
ら
異
文
化
理
解
へ
と
誘
っ
て
く
れ
る

番
組
で
（
英
語
字
幕
付
き
の
例
は
こ
ち
ら
）、
日

本
に
も
（
た
と
え
ば
韓
国
、台
湾
、中
国
な
ど
と
）

同
じ
よ
う
な
番
組
が
あ
っ
た
ら
よ
い
の
に
な
ぁ
、

な
ど
と
思
っ
た
り
す
る
。

　

な
か
で
も
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
学
生
た
ち

の
反
響
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
墓
地
に
か
ん
す

る
独
仏
比
較
の
回
（
フ
ラ
ン
ス
語
版
テ
キ
ス
ト
）

で
あ
っ
た
。
簡
単
に
言
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
墓
地

は
石
が
中
心
の
ネ
ク
ロ
ポ
リ
ス
（
死
者
た
ち
の

都
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
墓
地
は
蝶

が
舞
い
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
飛
び
、
季
節
の
花

が
植
え
ら
れ
た
庭
園
の
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
れ
だ
け
聞
く
と
、
ド
イ
ツ
の
方
が
良
さ
そ
う
に

聞
こ
え
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
墓
地
は
そ
の
分
ド
イ

ツ
よ
り
も
墓
石
が
個
性
的
で
、
オ
ブ
ジ
ェ
（
サ
ッ

カ
ー
ボ
ー
ル
や
音
符
な
ど
）
な
ど
で
生
前
の
故
人

が
偲
ば
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。
こ

う
し
た
違
い
の
理
由
と
し
て
、
番
組
で
は
気
候

の
相
違
な
ど
と
と
も
に
、
宗
教
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
中
心

で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
復
活
に
備
え
て
生
き

し
姿
の
ま
ま
遺
体
を
棺
桶
に
入
れ
、
埋
葬
す
る

風
習
が
長
く
続
い
た
。
実
際
、
ロ
ー
マ
教
皇
が

火
葬
を
公
式
に
認
め
た
の
は
、1
9
6
3
年
（
第

二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
）
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
一
方
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
肉
体
の
保
存

は
復
活
の
前
提
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
自
然
に
帰

り
植
物
と
な
っ
て
花
開
く
こ
と
も
ま
た
復
活
の

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。

　

そ
う
い
え
ば
、
映
画
『
グ
ッ
バ
イ
・
レ
ー
ニ

ン
』
の
最
後
は
、
ド
イ
ツ
統
一
直
後
に
亡
く
な
っ

た
母
親
の
遺
灰
を
、
そ
の
遺
言
に
従
っ
て
ア
パ
ー

ト
の
屋
上
で
ロ
ケ
ッ
ト
花
火
に
詰
め
、
発
射
す

る
場
面
だ
っ
た
。
主
人
公
ア
レ
ッ
ク
ス
は
、
家

族
と
わ
ず
か
な
知
人
た
ち
が
見
守
る
な
か
、
ロ

ケ
ッ
ト
に
点
火
す
る
際
に
（
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
）

「
遺
灰
を
ま
く
の
は
両
ド
イ
ツ
と
も
違
法
だ
が
構

わ
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
よ
な
ぁ
。
で
も
、
と

い
う
こ
と
は
、
火
葬
自
体
は
珍
し
く
な
い
の
か
、

な
ど
と
考
え
が
頭
を
め
ぐ
っ
た
。

     1
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2.
ゴ
ー
タ
：
ド
イ
ツ
最
古
の

　
　

 
火
葬
場
の
あ
る
町

　

そ
こ
で
、
ち
ょ
う
ど
先
月
下
旬
に
史
料
収
集

の
た
め
ド
イ
ツ
に
出
張
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
の
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
空
港
に
着
い
た
そ

の
足
で
、
ド
イ
ツ
で
最
初
の
火
葬
場
が
造
ら
れ

た
中
部
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
の
小
都
市
ゴ
ー
タ

へ
と
向
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
史
に
お
い
て
、
ゴ
ー

タ
は
お
も
に
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
諸
邦
の
一
角
と

し
て
、
さ
ら
に
1
8
7
5
年
に
社
会
主
義
の

２
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
合
同
し
た
大
会
が
開
催
さ

れ
た
（
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
そ
れ
を
『
ゴ
ー
タ

綱
領
批
判
』
で
論
難
し
た
）
場
所
と
し
て
登
場

す
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
最
初
の
火
葬
場
が

建
設
さ
れ
た
街
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。

ゴータ：フリーデンシュタイン城の前に立つ領主エ
ルンスト公の像（逆光御免）

　

私
が
火
葬
場
・
納
骨
堂
が
あ
る
ゴ
ー
タ
中
央

墓
地
を
訪
れ
た
の
は
日
曜
日
の
朝
9
時
ご
ろ
で
、

人
も
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
歓
迎
し
て
く
れ
た
の

は
、
鳥
の
鳴
き
声
と
私
の
目
の
前
を
横
切
っ
て

行
っ
た
一
匹
の
リ
ス
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
た
し
か

に
、『
カ
ラ
ン
ボ
ラ
ー
ジ
ュ
』
で
言
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
墓
地
と
い
う
よ
り
は
散
歩
に
適
し
た
、

自
然
豊
か
な
公
園
の
赴
き
で
あ
る
。

ゴータ中央墓地の様子①ゴータ中央墓地の様子②

ゴータ中央墓地の様子③

　

こ
う
し
た
野
外
の
墓
地
を
横
目
に
見
な
が
ら
、

1
0
0
m
ほ
ど
ま
っ
す
ぐ
歩
い
て
い
く
と
、
目

当
て
の
納
骨
堂
と
火
葬
場
が
左
手
目
の
前
に
あ

る
。
現
代
の
日
本
の
火
葬
場
な
ど
と
比
較
す
る
と

こ
じ
ん
ま
り
し
て
は
い
る
が
、
新
古
典
主
義
様

式
の
建
物
は
、
教
会
と
は
一
線
を
画
し
た
死
生

観
を
も
っ
た
人
々
が
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
火

葬
を
選
ん
だ
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。納骨堂、後ろには火葬場の煙突が見える

入口から納骨堂（真中奥左手）への道

3.

火
葬
場
・
納
骨
堂
建
設
の

　
　

 

歴
史
的
背
景

　

ゴ
ー
タ
に
火
葬
場
が
建
設
さ
れ
た
の
は

1
8
7
8
年
、
納
骨
堂
は
1
8
9
2
年
の
こ
と

で
あ
る
。
納
骨
堂
へ
と
入
る
前
に
、
そ
れ
ら
が

建
設
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
述
べ
て

お
こ
う
。

　

キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
る
前
の
ド
イ
ツ
、
あ
る
い

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
火
葬
が
普
及
し
て
い
た
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
で
は
市
民
の
み
な
ら

ず
、
奴
隷
た
ち
も
多
く
が
火
葬
さ
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
そ
れ
は
ロ
ー
マ
の
十
二
表
法
に
お
け
る
、

火
葬
場
は
市
内
に
は
設
置
し
な
い
こ
と
（
第
十

表
）、
と
い
う
規
定
な
ど
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と

     2



が
で
き
る
。
ケ
ル
ト
人
や
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
り
、カ
エ
サ
ル
の
『
ガ
リ
ア
戦
記
』

や
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
に
も

言
及
が
あ
る
。（
た
だ
し
排
他
的
に
火
葬
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
時
期
、
社
会
層
な
ど
に
よ
っ

て
変
化
、
相
違
が
あ
っ
た
ら
し
い
）

　

そ
れ
が
、
前
述
の
よ
う
に
復
活
に
は
肉
体
の

保
持
を
前
提
と
す
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
・
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
考
え
に
よ
り
、
土
葬
が
優
位

と
な
り
、
火
は
む
し
ろ
異
端
や
魔
女
な
ど
を
生

き
な
が
ら
焼
き
殺
す
た
め
の
残
酷
な
手
段
と
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
世
俗
的
担
い
手
と
な
る

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
（
カ
ー
ル
大
帝
）
が
、
自
ら

の
王
国
内
に
お
い
て
葬
式
は
土
葬
を
も
っ
て
す

る
こ
と
を
義
務
化
し
、
火
葬
は
邪
教
の
旧
弊
と
し

て
死
罪
を
も
っ
て
罰
す
る
と
し
た
の
は
7
8
6

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
パ
ー
ダ
ー
ボ
ル
ン
勅
令
）。

ち
な
み
に
そ
の
80
年
ほ
ど
前
、
日
本
で
は
律
令
国

家
形
成
を
進
め
た
持
統
天
皇
が
、
逆
に
大
陸
か
ら

の
仏
教
文
化
の
影
響
を
受
け
て
、
天
皇
と
し
て
初

め
て
火
葬
さ
れ
て
お
り
、宗
教
に
よ
る
「
文
明
化
」

が
、
葬
儀
に
つ
い
て
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
で

逆
の
方
向
で
あ
っ
た
点
は
興
味
深
い
。
た
だ
し
、

日
本
で
は
火
葬
は
決
し
て
す
ぐ
に
社
会
全
体
に

お
い
て
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現

在
の
よ
う
に
大
半
の
人
々
が
火
葬
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
は
、
昭
和
に
入
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
江
戸
時
代
の
後
水
尾
天
皇
か
ら
昭
和
天
皇

に
至
る
ま
で
、
近
世
か
ら
現
代
ま
で
の
歴
代
天

皇
は
も
っ
ぱ
ら
土
葬
に
よ
っ
て
陵
墓
に
埋
葬
さ

れ
て
い
る
（
周
知
の
よ
う
に
、
2
0
1
3
年
宮

内
庁
に
よ
っ
て
今
上
天
皇
皇
后
が
将
来
火
葬
さ

れ
る
と
の
決
定
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
き

な
転
換
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
）。

　

そ
れ
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
中
世

以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
の
権
力
は
人
の
死
に
方
、
弔

わ
れ
方
を
強
く
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

（
宗
教
的
理
由
以
外
に
も
、
木
材
の
枯
渇
と
い
う

社
会
経
済
的
理
由
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
）。
し
か

し
、
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
近

世
に
入
る
と
宗
教
改
革
、
さ
ら
に
啓
蒙
主
義
の

挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
火
葬

復
興
へ
の
直
接
の
原
動
力
に
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
た
と
え
ば
ル
タ
ー
は
、
救
済
・
復
活

の
た
め
に
遺
体
は
教
会
や
聖
遺
物
の
そ
ば
に
埋

葬
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
が
宣
伝
し
て
き
た
考
え
方
を
否
定

し
、
教
会
と
墓
地
が
空
間
的
に
切
り
離
さ
れ
て
い

く
前
提
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、18
世
紀
に
な
る
と
、

都
市
が
設
立
し
た
墓
地
が
市
街
地
の
外
に
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
市
民
に
と
っ
て
墓
参
は
行

楽
的
意
味
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い

う
。
市
立
墓
地
は
、
壮
麗
な
バ
ロ
ッ
ク
墓
地
と

は
異
な
り
、
宗
教
や
貧
富
の
区
別
な
い
質
素
な

墓
碑
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
集
団
埋
葬
で
は
な

く
、
列
に
並
べ
た
個
人
名
の
記
さ
れ
た
墓
碑
の
下

へ
の
埋
葬
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

プ
ロ
イ
セ
ン
の
啓
蒙
絶
対
主
義
が
結
実
し
た
『
一

般
国
法
典
』（
1
7
9
4
年
）
に
お
い
て
も
、
墓

地
の
設
置
に
細
か
い
規
制
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
隣
国
よ
り
も
墓
地
埋
葬
へ
の
法
的
な
拘
束

が
強
く
、『
グ
ッ
バ
イ
・
レ
ー
ニ
ン
！
』
で
も
語

ら
れ
た
散
骨
が
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ

の
現
状
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

同
時
期
、「
理
性
」
を
崇
拝
す
る
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
お
い
て
も
、
総
裁
政
府
時
代
の
1
7
9
6

年
に
議
会
（「
五
百
人
会
」）
で
火
葬
の
導
入
が

議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
ク
ー
デ
タ
で
権

力
を
獲
得
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
こ
れ
を
黙
殺
し

て
い
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
個
人
は
火
葬
に
必
ず
し

も
否
定
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
同
じ
こ

と
は
彼
が
称
賛
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
2
世
に
も
当
て
は
ま
る
が
（
オ
ー
ス
ト

リ
ア
継
承
戦
争
に
際
し
、
も
し
自
分
が
戦
死
し

た
ら
、
ロ
ー
マ
人
の
よ
う
に
火
葬
に
し
て
か
ら

埋
葬
ほ
し
い
と
遺
言
し
た
と
い
わ
れ
る
）、
権
力

者
と
し
て
彼
ら
が
火
葬
を
公
式
に
容
認
し
た
り
、

導
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

デッサウの新墓地の配置図
（1787 年）

　

最
終
的
に
火
葬
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
域
を
超
え

て
、
現
実
的
な
社
会
的
対
案
と
し
て
提
起
さ
れ

る
の
は
19
世
紀
後
半
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
産
業
革
命
が
進
み
、
強
力
な
火
力

を
備
え
た
焼
却
炉
が
製
造
さ
れ
る
な
か
で
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、

1
8
7
3
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
で
は
、
イ
タ
リ

ア
の
医
師
ブ
ル
ネ
ッ
テ
ィ
の
考
案
に
よ
る
遺
体

焼
却
炉
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
翌
1
8
7
4
年

に
は
、
ド
イ
ツ
・
ザ
ク
セ
ン
王
国
の
首
都
ド
レ

ス
デ
ン
で
、
ジ
ー
メ
ン
ス
の
工
場
（
た
だ
し
世
界

的
電
機
工
業
企
業
の
設
立
者
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
で
は

な
く
、
炉
の
生
産
に
特
化
し
た
弟
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
の
会
社
）
で
製
造
さ
れ
た
焼
却
炉
に
よ
っ
て
、

閉
鎖
的
な
炉
に
よ
る
遺
体
焼
却
と
い
う
近
代
的

な
火
葬
が
初
め
て
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
こ

で
火
葬
さ
れ
た
の
は
遺
言
で
希
望
し
た
イ
ギ
リ

ス
人
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ジーメンスの遺体焼却炉
（1874 年）

　

同
じ
年
、
ザ
ク
セ
ン
・
コ
ー
ブ
ル
ク
・
ゴ
ー
タ

公
領
の
ゴ
ー
タ
に
火
葬
協
会
が
結
成
さ
れ
、
中
央

墓
地
に
火
葬
場
設
置
計
画
が
持
ち
上
が
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
協
会
は
、
ド
イ
ツ
で
は
プ
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ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
を
中
心
に
各
地
に
設
立
さ

れ
た
（
と
同
時
に
全
国
、
国
際
組
織
も
結
成
さ

れ
て
い
る
）。
そ
の
担
い
手
は
伝
統
的
な
死
生
観

を
共
有
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
開
明
的
」
な
市

民
層
で
あ
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
は
じ
め
て
建
設

が
認
め
ら
れ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
ゴ
ー
タ
で
あ
っ

た
の
か
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
当
時
の
君
主

エ
ル
ン
ス
ト2

世
（
イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
女
王
の
義
兄
）
が
ド
イ
ツ
諸
邦
の
君
主
の
中

で
は
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
前
述

の
ゴ
ー
タ
に
お
け
る
社
会
主
義
者
た
ち
の
合
同

大
会
の
開
催
も
、
そ
う
し
た
背
景
か
ら
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ゴ
ー

タ
火
葬
協
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
に
は
ゴ
ー
タ
郡

長
と
い
う
政
府
の
役
人
も
い
た
。
た
だ
し
、
市

民
た
ち
の
な
か
に
は
反
対
意
見
も
あ
り
、
火
葬

場
の
建
設
資
金
は
公
金
で
は
な
く
、
募
金
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

1
8
7
0
年
代
の
ド
イ
ツ
が
い
わ
ゆ
る
「
文

化
闘
争
」
と
呼
ば
れ
る
、
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
激
し
い
対
立
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
ド
イ
ツ
国
内
の
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
や
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
も
保
守
的
君
主
の
諸
邦
に

お
い
て
、
火
葬
場
設
置
が
認
可
さ
れ
る
可
能
性

は
き
わ
め
て
低
か
っ
た
。
実
際
、
ロ
ー
マ
教
皇

レ
オ
13
世
は
1
8
8
6
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒

に
火
葬
を
禁
じ
る
回
勅
を
出
し
て
お
り
、
教
徒

た
ち
に
と
っ
て
火
葬
は
破
門
の
リ
ス
ク
を
負
う

も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
回
勅
が
こ
の
時
期

４
．
納
骨
堂
の
な
か
で

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
い
よ

い
よ
納
骨
堂
の
内
部
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。
上

の
写
真
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
新
古
典
主
義

建
築
の
納
骨
堂
の
軒
下
に
も
す
で
に
い
く
つ
か

の
台
座
付
き
の
骨
壺
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
入
口
を
入
る
と
、
そ
こ
に
は
ガ
ラ
ス
張
り

の
天
井
の
下
、
半
円
形
の
壁
に
幾
つ
も
の
骨
壺

が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ッ
チ
や
段
上
に
骨
壺

の
み
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
台
座
・

柱
の
上
に
置
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。

納骨堂（コロンバリウム）入口から見た内部の様子

に
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
伝
統
が
動

揺
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
多
い
国
で
あ
っ
て
も
、
政
教

関
係
の
緊
張
し
た
国
で
は
火
葬
場
が
設
置
さ
れ

て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
の
近
代
的
火
葬
場
が

造
ら
れ
た
の
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
お
ひ
ざ
元
で
あ

る
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
（
1
8
7
6
年
）
で
あ

り
（
ア
メ
リ
カ
で
も
同
年
ワ
シ
ン
ト
ン
に
建
設
）、

こ
の
地
の
火
葬
場
建
設
の
原
動
力
は
フ
リ
ー
・
メ

イ
ソ
ン
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
で

も
、
最
初
の
火
葬
場
は
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
と
同
じ

1
8
8
9
年
、
パ
リ
の
ペ
ー
ル
・
ラ
シ
ェ
ー
ズ

墓
地
に
設
置
さ
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
有
島

武
郎
の
弟
生
馬
の
小
説『
死
ぬ
ほ
ど
』（
1
9
2
0

年
）
に
、「
ペ
エ
ル
ラ
シ
エ
ズ
の
火
葬
場
」
と
い

う
章
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
近
年
出
来
た
と
い

う
そ
こ
の
火
葬
場
は
意
外
に
大
規
模
な
壮
麗
な

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
火
葬
場
を
見
た
丈
で
も

火
葬
を
禁
じ
て
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
勢
力

が
い
か
に
衰
え
つ
つ
あ
る
か
が
わ
か
る
よ
う
な

気
が
す
る
」
と
あ
る
）。

　

偶
然
な
が
ら
、
日
本
に
お
い
て
も
維
新
直
後
の

1
8
7
0
年
代
前
半
は
葬
制
を
め
ぐ
る
紆
余
曲

折
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
1
8
7
3
年
に
は
、

廃
仏
毀
釈
の
流
れ
の
中
で
政
府
は
火
葬
禁
止
令

を
出
す
こ
と
に
な
る
。
同
年
ウ
ィ
ー
ン
万
博
を
見

学
し
た
久
米
邦
武
は
、『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
な

か
の
万
博
に
関
す
る
章
で
、
上
記
の
遺
体
焼
却
炉

の
出
展
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
が
、
の

ち
に
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
と
述
べ
て
東
京
帝

国
大
学
教
授
か
ら
追
わ
れ
る
彼
が
、
実
際
見
て
い

た
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
の
か
、
興
味
深

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
禁
令
は
、
江
戸

時
代
か
ら
火
葬
が
進
ん
で
い
た
都
市
部
で
の
埋

葬
に
混
乱
を
も
た
ら
し
、
ま
た
政
府
内
外
に
お
い

て
反
対
意
見
が
出
た
こ
と
も
あ
り
、
2
年
後
に

撤
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド

や
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
と
い
っ
た
、
明
治
初
期

に
日
本
を
訪
れ
た
欧
米
人
た
ち
は
火
葬
と
い
う

風
習
を
興
味
深
く
観
察
し
て
お
り
、
そ
の
清
潔
さ

を
評
価
し
て
い
る
が
、
彼
ら
の
訪
問
は
こ
の
撤
回

の
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ
リ

フ
ィ
ス
は
禁
止
令
前
）

　

そ
の
後
、
公
衆
衛
生
の
観
点
か
ら
火
葬
を
容

認
、
あ
る
い
は
推
進
す
る
な
か
で
、「
火
葬
先
進

国
」
で
あ
っ
た
日
本
は
、
欧
米
の
事
例
も
参
照

す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
お

雇
い
外
国
人
」
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・

ベ
ル
ツ
の
妻
、
ベ
ル
ツ
花
子
の
回
想
録
『
欧
洲

大
戦
当
時
の
独
逸
』（
1
9
3
3
年
）の
一
節
、「
火

葬
場
の
話
」
の
冒
頭
に
、「
今
か
ら
四
十
四
五
年

前
、
彼
方
［
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
］
で
は
未
だ
火
葬

に
す
る
者
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の

頃
日
本
の
博
士
連
が
諸
国
の
火
葬
場
の
取
調
に

御
出
張
で
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
花
子
は
、
1
9
0
8
年
に
ベ
ル
ツ
の
弟
が
死

去
し
た
際
に
、
家
族
の
な
か
で
土
葬
に
す
る
か
火

葬
に
す
る
か
で
議
論
が
あ
り
、
結
局
火
葬
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
息
子
（
ト
ク
・
ベ
ル
ツ
、
徳
之
助
）

が
仕
切
っ
た
結
果
、「
な
か
な
か
奥
床
し
く
て
よ

い
」
と
評
価
さ
れ
、「
今
後
は
私
た
ち
も
火
葬
に

い
た
し
ま
せ
う
」
と
の
声
が
上
が
っ
た
と
語
っ

て
い
る
。
ト
ク
・
ベ
ル
ツ
は
、1
0
0
年
前
の「
お

く
り
び
と
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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カール・ハインリヒ・シュティ
アーの骨壺

　

入
口
を
入
っ
て
す
ぐ
左
手
の
脇
に
あ
る
の

が
、
火
葬
場
の
炉
の
設
計
者
で
あ
っ
た
技
師
カ
ー

ル
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
テ
ィ
ア
ー
の
骨
壺
で

あ
る
。
そ
の
没
年
は
1
8
7
7
年
と
な
っ
て
お

り
、
1
8
7
8
年
の
火
葬
場
開
設
の
前
年
に
亡

く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
は
ち
ょ
っ

と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
彼
は
生
前
、
重
い

病
の
な
か
無
念
の
想
い
で
書
い
た
遺
書
に
、
仮

の
土
葬
の
後
、
火
葬
場
完
成
の
暁
に
は
、
改
め

て
荼
毘
に
付
す
こ
と
、
と
記
し
た
。
か
く
し
て

そ
の
死
の
11
か
月
後
の
1
8
7
8
年
11
月
、シ
ュ

テ
ィ
ア
ー
は
自
ら
設
計
し
た
焼
却
炉
で
焼
か
れ

た
最
初
の
人
物
と
な
る
と
と
も
に
、
遺
言
に
従
っ

て
、
土
葬
の
後
に
火
葬
さ
れ
る
と
い
う
稀
な
経

緯
を
た
ど
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

納
骨
堂
に
遺
灰
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
19

世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
前
半
の
、
ま
だ
火
葬
者
が

少
な
か
っ
た
こ
ろ
の
人
々
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か

で
最
も
有
名
で
あ
り
、
日
本
で
も
知
ら
れ
て
い
る

の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
平
和
運
動
家
で
あ
り
、

1
9
0
5
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た

女
性
、
ベ
ル
タ
・
フ
ォ
ン
・
ズ
ッ
ト
ナ
ー
で
あ

ろ
う
。
実
際
、
彼
女
の
骨
壺
は
他
と
は
異
な
り
、

正
面
中
央
奥
の
列
柱
の
間
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ

の
奥
の
壁
の
石
版
に
は
、
彼
女
の
サ
イ
ン
（vSB= 

von Suttner, Bertha

）
と
生
没
年
（
1
8
4
3-

1
9
1
4
 年
）
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
反
戦

の
書
『
武
器
を
捨
て
よ
』（
1
8
8
9
年
）
は
当

時
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、近
年
、ブ
リ
ギ
ッ
テ
・

ハ
マ
ン
に
よ
る
伝
記
と
と
も
に
、
日
本
語
に
も

翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
も
ま
た
、
遺
言
に
よ
っ

て
火
葬
を
望
ん
だ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
国
オ
ー
ス

ト
リ
ア
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
第

一
次
世
界
大
戦
勃
発
直
前
に
ウ
ィ
ー
ン
で
亡
く

な
っ
た
後
、
遺
体
が
ゴ
ー
タ
に
運
ば
れ
、
荼
毘

に
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

骨壺背面にある石版（中央の石版がズットナーのもの）

ズットナーの骨壺

　

皮
肉
な
こ
と
に
同
様
の
理
由
で
、
彼
女
が
否

定
し
よ
う
と
し
た
戦
争
を
生
業
と
す
る
オ
ー
ス

ト
リ
ア
軍
の
将
校
の
な
か
に
も
、
遺
体
が
わ
ざ
わ

ざ
ゴ
ー
タ
に
運
ば
れ
、
火
葬
さ
れ
た
者
た
ち
が

い
る
（
ズ
ッ
ト
ナ
ー
自
身
も
軍
人
貴
族
の
家
系

の
出
身
で
あ
っ
た
）。
ま
た
、
蛇
足
で
は
あ
る
が
、

こ
う
し
た
宗
教
的
な
理
由
で
、
ザ
ク
セ
ン
＝
コ
ー

ブ
ル
ク
＝
ゴ
ー
タ
公
国
に
や
っ
て
き
た
ウ
ィ
ー

ン
の
人
間
に
、「
ワ
ル
ツ
王
」
で
あ
る
ヨ
ハ
ン
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
二
世
が
い
る
。
た
だ
し
、
彼
の

場
合
は
死
後
で
は
な
く
、生
前
（
1
8
8
6
年
）、

そ
れ
も
再
婚
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ウ
ィ
ー
ン
の
象
徴
的
存
在

で
あ
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
ド
イ
ツ
国
籍
の
コ
ー

ブ
ル
ク
市
民
と
な
り
、
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
か

ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
と
改
宗
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
そ
の
後
も
生
活
の
場
は
も
っ
ぱ
ら
ウ
ィ
ー

ン
が
中
心
で
、
1
8
9
9
年
に
亡
く
な
っ
た
の

も
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
で
あ
り
、
葬
儀
も
土
葬

で
あ
っ
た
。
法
的
に
は
死
ぬ
ま
で
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
系
ド
イ
ツ
人
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
。

　

他
に
も
、
少
な
い
バ
ス
の
時
間
を
気
に
し
な

が
ら
、
3
～
40
分
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
骨
壺
を
見

て
回
っ
た
が
、
印
象
的
で
あ
っ
た
の
は
、
女
性

の
名
前
が
刻
ま
れ
た
も
の
が
結
構
多
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
納
骨
堂
に
遺
灰
が
置
か
れ

て
い
る
の
は
火
葬
さ
れ
た
も
の
の
一
部
で
あ
り
、

正
確
な
割
合
は
わ
か
ら
な
い
が
、
19
世
紀
の
市

民
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
し
て
よ
く
語
ら
れ
る
、

男
性
＝
世
俗
的
理
性
、
女
性
＝
宗
教
的
敬
虔
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
一
見
意
外
に
思

わ
れ
た
。
実
際
、
火
葬
に
す
る
と
い
う
決
断
は
、

夫
唱
婦
随
な
の
か
、
そ
れ
と
も
婦
唱
夫
随
な
の

か
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
な
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と

を
考
え
な
が
ら
目
に
留
ま
っ
た
の
は
、
夫
婦
の

遺
灰
が
一
緒
に
収
め
ら
れ
た
（
よ
う
に
見
え
る
）

壺
で
あ
る
。
一
緒
に
骨
壺
に
収
ま
る
と
は
、
た
い

そ
う
夫
婦
仲
が
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
か
、
理

想
の
夫
婦
の
添
い
遂
げ
方
か
も
し
れ
な
い
な
ど

と
勝
手
に
想
像
（
妄
想
）
し
な
が
ら
、
台
座
に

刻
ま
れ
た
文
字
を
さ
ら
に
読
ん
で
み
る
と
、
上

に
は
マ
リ
ー
・
フ
リ
ュ
ー
リ
ン
ク
（
旧
姓
ベ
ー

ル
、
1
8
4
4-

1
9
1
5
）、
下
に
は
そ
の
夫

レ
オ
・
フ
リ
ュ
ー
リ
ン
ク
（
砂
糖
工
場
工
場
長
、

1
8
4
1-

1
9
2
1
）
と
あ
る
。
先
に
妻
が
亡

く
な
り
、
そ
の
6
年
後
に
夫
が
亡
く
な
っ
て
い

る
。
家
父
長
的
な
レ
オ
が
決
め
た
こ
と
を
先
に
亡

く
な
っ
た
マ
リ
ー
が
実
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
さ
れ
た
？
）
の
か
も
し
れ
な
い
が
、逆
に
マ
リ
ー

が
先
に
火
葬
を
選
択
し
、
レ
オ
が
そ
の
後
を
追
っ
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た
可
能
性
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
以
前
か
ら
同

じ
意
見
で
両
者
と
も
納
得
づ
く
の
こ
と
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
真
相
は
藪

の
中
な
ら
ぬ
壺
の
中
で
あ
る
。

フリューリンク夫妻の骨壺（右）

５
．
ゴ
ー
タ
・
エ
ア
フ
ル
ト
・　

　
　

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

　

繰
り
返
し
と
な
る
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
前

の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
と
同

様
、
火
葬
は
少
数
の
者
た
ち
が
自
ら
の
意
思
に

よ
っ
て
選
択
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
キ

リ
ス
ト
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
批
判
的
な
社

会
主
義
運
動
に
お
い
て
も
火
葬
は
支
持
者
を
見

出
し
て
い
っ
た
。
1
8
7
5
年
の
ゴ
ー
タ
大
会

の
一
方
の
指
導
者
で
あ
り
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
社

会
民
主
党
の
中
心
的
人
物
で
も
あ
っ
た
ア
ウ
グ

ス
ト
・
ベ
ー
ベ
ル
は
1
9
1
3
年
に
亡
く
な
る

が
、彼
も
火
葬
を
選
ん
だ
一
人
で
あ
る
（
た
だ
し
、

場
所
は
ス
イ
ス
・
チ
ュ
ー
リ
ヒ
）。
衛
生
面
、
墓

地
購
入
の
コ
ス
ト
、
さ
ら
に
移
住
の
可
能
性
と

い
う
点
で
も
、
労
働
者
に
と
っ
て
火
葬
は
合
理

的
な
選
択
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

ドイツの風刺雑誌『ジンプリシシムス』に掲載された火葬をめぐるカトリック批判の風刺画

（
左
）「（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
中
央
党
の
注
水
」

（1914/03/02

）「
火
葬
が
こ
れ
以
上
普
及
す
る

こ
と
を
阻
む
た
め
、
聖
フ
ロ
リ
ア
ヌ
ス
の
庇
護

の
下
、
聖
職
者
た
ち
の
消
防
隊
が
結
成
さ
れ
た
。」

（
聖
フ
ロ
リ
ア
ヌ
ス
は
消
防
士
の
守
護
聖
人
）

（
右
）「
火
葬
」（1911/06/05

）「
私
た
ち
が
死

者
を
荼
毘
に
付
す
こ
と
を
聖
職
者
た
ち
が
望
ま

な
い
の
は
、
火
葬
場
が
死
に
ゆ
く
者
た
ち
を
き
わ

め
て
高
い
熱
に
慣
れ
さ
せ
て
し
ま
う
た
め
、
煉

獄
の
火
は
彼
ら
に
と
っ
て
も
は
や
不
快
感
を
引

き
起
こ
さ
ず
、
せ
い
ぜ
い
霜
焼
け
が
で
き
る
ぐ

ら
い
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。」

　

こ
う
し
て
少
し
ず
つ
火
葬
者
は
増
え
て
い
き
、

火
葬
場
も
ゴ
ー
タ
の
後
し
ば
ら
く
年
月
を
経
る

が
、
1
8
9
0
年
代
に
入
る
と
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク（
1
8
9
1
年
）、ハ
ン
ブ
ル
ク（
1
8
9
2
年
）

と
続
き
、
20
世
紀
初
め
に
は
8
カ
所
、
大
戦
を

は
さ
ん
で
1
9
2
6
年
に
は
75
カ
所
に
増
加
し

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
な
か
で
は
ド
イ
ツ
は

「
火
葬
大
国
」
で
あ
り
、
1
9
1
5
年
ま
で
の
火

葬
者
の
合
計
は
推
計
約
8
万
人
に
上
り
、
イ
ギ

リ
ス
の
1
万
5
千
人
を
大
き
く
凌
駕
し
て
い

た
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
も
死
者
に
対
す
る
割
合
と

し
て
は
、
1
8
9
8
年
の
時
点
で
0
.
0
2
%
、

1
9
3
0
年
で
も
7.5
％
に
過
ぎ
ず
、
国
民
の
大

半
に
と
っ
て
火
葬
は
依
然
と
し
て
エ
キ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
で
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
都
市
の
現
象
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
間
の
増
加
の
多
く
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ

こ
に
は
経
済
的
困
窮
と
い
う
必
要
に
迫
ら
れ
て

安
価
な
火
葬
を
選
択
し
た
、
と
い
う
側
面
も
反

映
さ
れ
て
い
る
。
火
葬
協
会
は
少
な
い
積
立
金

で
葬
儀
・
埋
葬
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
、
市
民

層
だ
け
で
は
な
く
労
働
者
た
ち
も
会
員
に
取
り

込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

※
こ
の
段
落
で
挙
が
っ
て
い
る
数
字
は
、

N
orbert Fischer, Vom

 Gottesacker zum
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Sachm

erda-Schulz, Selbstbestim
m

t bis 
nach dem

 Tod. Zur Ausbreitung und 
Norm

alisierung der anonym
en Bestattung, 

W
iesbaden 2017

な
ど
か
ら
引
用
し
た
。

　

1
9
3
3
年
に
政
権
を
掌
握
し
た
ナ
チ
ス
は
、

こ
れ
ま
で
民
間
団
体
が
中
心
で
あ
っ
た
火
葬
葬

祭
を
ナ
チ
ス
の
組
織
の
中
に
吸
収
、
集
権
化
し
つ

つ
、
火
葬
そ
の
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
ゲ

ル
マ
ン
的
伝
統
へ
の
回
帰
と
い
う
民
族
主
義
的

な
解
釈
も
相
ま
っ
て
、
こ
れ
を
推
進
し
た
。
ナ

チ
が
1
9
3
4
年
に
制
定
さ
し
た
火
葬
法
は
は

じ
め
て
火
葬
を
例
外
で
は
な
く
、
土
葬
と
同
等

の
も
の
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
葬

制
の
前
提
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
戦
間

期
に
お
け
る
火
葬
の
普
及
は
、
火
葬
場
の
焼
却

炉
の
市
場
的
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
、「
よ

り
安
全
に
、
安
価
に
、
そ
し
て
迅
速
に
燃
や
す
」

技
術
革
新
を
促
す
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
し
た
焼
却
炉
製
造
部
門
を
擁
す
る
企
業

の
１
つ
に
、
ゴ
ー
タ
に
程
近
い
、
現
在
テ
ュ
ー

リ
ン
ゲ
ン
州
の
州
都
で
あ
り
、
や
は
り
ド
イ
ツ
社

会
主
義
労
働
者
運
動
の
歴
史
に
そ
の
名
を
刻
む

エ
ア
フ
ル
ト
に
本
社
を
置
く
「
ト
プ
フ
・
ウ
ン
ト
・

ゼ
ー
ネ
」（
直
訳
す
る
と
ト
プ
フ
と
息
子
た
ち
）

社
が
あ
っ
た
。
そ
の
本
社
の
跡
地
は
、
2
0
1
1
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年
か
ら
「
記
憶
の
場
所
ト
プ
フ
・
ウ
ン
ト
・
ゼ
ー

ネ
」
と
い
う
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
。
何
を
記

憶
す
る
場
所
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
名
前
で
容
易
に
想
像
が
つ
く
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ト
プ
フ
・
ウ
ン
ト
・
ゼ
ー

ネ
社
は
、
同
地
を
は
じ
め
と
す
る
ナ
チ
ス
の
強

制
収
容
所
や
絶
滅
収
容
所
で
殺
害
さ
れ
た
ユ
ダ

ヤ
人
や
他
の
犠
牲
者
た
ち
の
遺
体
を
焼
却
す
る

炉
や
ガ
ス
室
へ
の
通
風
装
置
を
納
入
し
て
い
た

有
力
企
業
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
一

人
ひ
と
り
の
棺
に
納
め
ら
れ
た
遺
体
を
焼
く
の

で
は
な
く
、遺
体
の
山
を
「
手
際
よ
く
片
づ
け
る
」

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
1
9
4
4
年
の
夏
、
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
は
一
日
に
9
0
0
0
人
が

殺
害
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
「
注

文
主
」
で
あ
る
ナ
チ
ス
親
衛
隊
の
高
ま
る
要
求

に
、
企
業
・
専
門
家
と
し
て
積
極
的
に
応
え
た

の
が
、
ト
プ
フ
・
ウ
ン
ト
・
ゼ
ー
ネ
社
と
そ
の

技
師
た
ち
で
あ
っ
た
。
博
物
館
と
な
っ
た
本
社

の
外
壁
に
は
、
当
時
と
同
じ
、「
あ
な
た
の
た
め

に
い
つ
で
も
喜
ん
で
取
り
組
み
ま
すStets gern 

für Sie beschäftigt...

」
と
い
う
皮
肉
に
満
ち
た

標
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「記憶の場所トプフ・ウント・ゼーネ」 © Michael Sander, 2011
（宣伝文句の後半部分が三階と四階の間の壁に見える）

　

残
念
な
が
ら
、
ゴ
ー
タ
で
墓
地
訪
問
後
に
向

か
っ
た
宮
殿
の
見
学
に
時
間
を
取
ら
れ
て
し
ま

い
（
さ
ら
に
そ
の
一
角
で
行
わ
れ
て
い
た
イ
ー

ス
タ
ー
・
エ
ッ
グ
展
・
即
売
会
と
い
う
家
族
向

け
の
の
ど
か
な
イ
ベ
ン
ト
も
覗
い
た
こ
と
も
あ

り
）、
こ
の
エ
ア
フ
ル
ト
で
の
展
示
を
観
る
こ
と

変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
時
代
や
文
化
を
横
断
し

な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
次
回
は
ぜ
ひ
、
ヘ
ッ

セ
ン
州
カ
ッ
セ
ル
に
あ
る
「
葬
礼
文
化
博
物
館
」

を
訪
れ
て
み
よ
う
と
思
う
。

は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
火
葬
を
め
ぐ
る
い

わ
ば
「
明
と
暗
」
の
歴
史
が
隣
町
に
文
化
遺
産

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
人
の
選

択
と
し
て
始
ま
っ
た
近
代
火
葬
の
技
術
が
、
か

え
っ
て
個
人
を
暴
力
的
に
抹
殺
し
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
事
実
は
胸
に
刻
ん
で
お
き
た
い
。

　

戦
後
２
つ
に
分
割
さ
れ
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る

火
葬
の
推
移
は
対
照
的
で
、
東
ド
イ
ツ
は
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
社

会
主
義
政
権
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
広
く
普

及
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
理
想
主
義
的
社
会

主
義
者
で
あ
っ
た
『
グ
ッ
バ
イ
・
レ
ー
ニ
ン
！
』

の
母
親
が
火
葬
に
付
さ
れ
た
こ
と
は
自
然
な
こ

と
で
あ
っ
た
。
一
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
拮
抗
す

る
西
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
歩
み
は
遅
れ
、
そ
の

割
合
は
1
9
8
0
年
の
時
点
で
18
%
、
統
一
後

の
現
在
で
も
50
％
程
度
で
あ
る
と
さ
れ
、
後
者

に
か
ん
す
る
旧
東
ド
イ
ツ
の
90
%
に
対
し
て
顕

著
な
相
違
が
あ
る
（
数
字
の
出
典
は
こ
ち
ら
）。

一
部
の
議
論
で
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
の
ト
ラ
ウ
マ
も
こ
れ
に
影
響
し
て
い
る
の

か
（
裏
を
返
せ
ば
、東
ド
イ
ツ
で
は
抵
抗
の
英
雄
、

ナ
チ
の
犠
牲
者
と
し
て
の
社
会
主
義
者
と
い
う

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ゆ
え
に
、
火
葬
に
頓
着
が

な
か
っ
た
の
か
）
は
定
か
で
は
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
21
世
紀
に
入
る
と
旧
西
ド
イ
ツ
で

も
火
葬
は
増
加
し
、
2
0
1
1
年
ご
ろ
に
は
ド

イ
ツ
全
体
の
割
合
は
50
%
を
超
え
、
2
0
1
6

年
時
点
で
は
64
%
で
あ
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る

（
ち
な
み
に
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
火
葬
は
タ
ブ
ー
で

あ
る
）。
と
同
時
に
、（
例
外
規
定
に
よ
る
）
海
で

の
散
骨
や
、
森
林
の
な
か
で
の
（
と
き
に
匿
名

に
よ
る
）
遺
灰
の
埋
葬
な
ど
、
そ
の
最
終
形
態

は
ド
イ
ツ
で
も
多
様
化
し
て
い
る
。
一
方
、
ド

イ
ツ
を
含
む
先
進
国
に
程
度
の
差
は
あ
れ
共
通

す
る
少
子
高
齢
社
会
と
、
そ
の
進
行
で
到
来
す

る
多
死
社
会
の
な
か
で
、
日
本
で
も
火
葬
場
の
不

足
が
懸
念
さ
れ
、
ま
た
過
疎
化
に
よ
る
墓
仕
舞
い

や
無
縁
仏
の
増
加
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
る
。

こ
う
し
た
個
人
化
、
少
子
多
死
化
、
そ
し
て
「
処

理
」
技
術
の
進
化
の
な
か
、
私
自
身
を
含
む
一

人
ひ
と
り
の
「
弔
い
（
わ
れ
）
方
」、「
悼
み
（
ま

れ
）
方
」、
そ
し
て
「
死
に
方
」
は
ど
の
よ
う
に
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今
年
の
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
復
活
祭
（
パ
ス
ハ
）
は
4
月

8
日
（
日
）
で
し
た
。
3
月
末
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
に
研
究
調

査
の
た
め
に
滞
在
し
、
久
し
ぶ
り
に
春
爛
漫
の
ギ
リ
シ
ャ
の

春
の
祭
り
を
味
わ
い
ま
し
た
。
こ
の
祭
り
に
ま
つ
わ
る
私
の

思
い
出
と
ギ
リ
シ
ャ
の
春
の
気
分
を
お
届
け
し
ま
す
。

　　

復
活
祭
は
移
動
祝
日
で
、
春
分
後
の
最
初
の
満
月
の
次

に
く
る
日
曜
日
に
祝
わ
れ
ま
す
。
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
と
ギ

リ
シ
ャ
正
教
会
で
は
年
に
よ
っ
て
同
じ
日
曜
日
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
ず
れ
て
い
ま
す
。
今
年
も

カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
の
復
活
祭
は
4
月
1
日
で
し
た
。
何

故
こ
の
違
い
が
起
こ
る
か
と
い
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会

が
太
陰
暦
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
）
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
よ
り
も
復
活
祭
が
盛
大
に

祝
わ
れ
ま
す
。
パ
ス
ハ
の
日
曜
日
を
は
さ
む
数
日
間
は
仕

事
を
休
み
、
故
郷
に
戻
る
の
で
、
日
本
の
お
盆
の
よ
う
に

交
通
機
関
は
大
混
雑
し
ま
す
。
復
活
祭
は
お
お
よ
そ
4
月

か
ら
5
月
の
初
め
ま
で
の
間
に
あ
る
の
で
、
野
山
に
花
が

咲
き
乱
れ
る
一
年
で
一
番
美
し
い
季
節
で
も
あ
り
、
ま
さ

に
生
命
の
再
生
を
感
じ
さ
せ
る
祭
り
で
す
。
誰
も
か
れ
も

明
る
く
幸
せ
そ
う
に
「
お
め
で
と
う
」
と
挨
拶
を
交
わ
し

ま
す
。

　

私
が
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
の
パ
ス
ハ
を
最
初
に
体
験
し
た
の

は
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
給
費
留
学
生
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
へ
行

き
、
最
初
に
ギ
リ
シ
ャ
語
を
学
ん
だ
北
の
町
テ
サ
ロ
ニ
キ

に
あ
る
大
学
の
寮
で
知
り
合
っ
た
友
人
ミ
ナ
の
田
舎
の
家

で
し
た
。
ミ
ナ
は
中
央
ギ
リ
シ
ャ
の
港
町
ヴ
ォ
ロ
ス
に
ほ

ど
近
い
ヴ
ェ
レ
ス
テ
ィ
ノ
と
い
う
村
の
出
身
で
、
ギ
リ
シ
ャ

人
学
生
ば
か
り
が
住
む
寮
が
パ
ス
ハ
の
休
暇
中
に
空
っ
ぽ

に
な
り
、
私
が
一
人
取
り
残
さ
れ
る
の
を
心
配
し
て
家
に

招
待
し
て
く
れ
た
の
で
し
た
。
今
か
ら45

年
も
前
の
話
で

す
か
ら
、
ミ
ナ
の
村
の
人
々
は
日
本
人
な
ど
見
た
こ
と
も

な
い
し
、
そ
も
そ
も
日
本
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
も
わ
か
ら

な
い
、
そ
こ
に
日
本
の
女
学
生
が
や
っ
て
き
た
の
で
す
か

ら
、
そ
れ
は
も
う
興
味
津
々
で
手
厚
く
も
て
な
し
て
く
れ

ま
し
た
。

　

こ
こ
で
過
ご
し
た
10
日
ば
か
り
の
休
暇
で
、
私
は
ギ
リ

シ
ャ
人
た
ち
の
日
常
生
活
、
年
中
行
事
、
風
習
、
家
族
や
親

せ
き
の
関
係
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
直
に
見
聞
き
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
テ
サ
ロ
ニ
キ
大
学
で
の
ギ
リ
シ
ャ
語

の
授
業
を
半
年
受
け
た
後
の
こ
と
で
、
文
法
は
一
通
り
終
え

て
は
い
た
も
の
の
ま
だ
話
す
の
は
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
の

で
す
が
、
こ
の
休
暇
を
終
え
て
帰
る
頃
に
は
「
マ
サ
コ
は
す

ご
い
、
パ
ス
ハ
の
間
に
ギ
リ
シ
ャ
語
を
話
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
、
来
た
時
は
何
に
も
言
え
な
か
っ
た
の
に
」
と
称
賛
さ
れ

ギリシャの春の祭り　「パスハ（復活祭）」

木戸　雅子
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た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
毎
日
同
じ
こ
と
を
何
度
も
聞
か

れ
て
話
し
て
、
話
し
て
、
話
し
て
い
る
う
ち
に
確
か
に
休
暇

が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
経
験
か
ら
海
外
へ
留
学
す
る
人
た
ち
に
は
、
外
国
で
の
語

学
習
得
は
「
石
の
上
に
も
三
年
な
ら
ず
、
半
年
」
と
、
言
う

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
現
在
で
も
ギ
リ
シ
ャ
人
の
97
パ
ー
セ
ン
ト
は
ギ
リ

シ
ャ
正
教
徒
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
45
年
前
は
今
よ
り
も

ず
っ
と
宗
教
が
生
活
に
根
付
い
て
い
ま
し
た
。
復
活
祭
前
の

一
週
間
は
受
難
週
と
い
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
エ
ル
サ
レ
ム
入

城
を
記
念
す
る
「
棕
櫚
の
日
曜
日
」
か
ら
「
逮
捕
」「
拷
問
」

を
経
て
、
磔
の
刑
で
殺
さ
れ
、
墓
に
埋
葬
さ
れ
る
金
曜
日
の

野
辺
送
り
の
行
列
の
儀
式
、
そ
し
て
土
曜
日
の
深
夜
日
付
が

変
わ
る
日
曜
日
に
復
活
す
る
ま
で
を
記
念
し
て
、
毎
日
教
会

で
祈
祷
の
儀
式
が
行
わ
れ
ま
す
。
夕
刻
の
儀
式
に
参
列
す
る

だ
け
で
な
く
、
こ
の
一
週
間
は
断
食
を
し
ま
す
。
完
全
に
断

食
す
る
の
で
は
な
く
肉
断
ち
を
す
る
の
で
す
が
、
血
の
出
る

も
の
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
肉
だ
け
で
な
く
牛
乳
や

チ
ー
ズ
も
食
べ
ま
せ
ん
。
食
べ
て
良
い
の
は
パ
ン
、レ
タ
ス
、

オ
リ
ー
ブ
の
実
、
豆
ス
ー
プ
、
胡
麻
で
作
っ
た
お
菓
子
な
ど

で
す
。
金
曜
日
か
ら
は
パ
ン
と
レ
タ
ス
だ
け
に
な
り
オ
リ
ー

ブ
オ
イ
ル
も
か
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
を
ミ
ナ
の
家
族
と
共
に
私
も
そ
の
ま
ま
や
っ

た
の
で
、
慣
れ
て
い
な
い
私
の
体
は
む
く
ん
で
し
ま
い
、
当

時
の
写
真
を
見
る
と
お
月
様
の
よ
う
に
顔
が
真
ん
丸
で
す
。

彼
ら
に
は
一
年
に
一
週
間
断
食
を
す
る
こ
と
で
体
の
コ
ル
ス

テ
ロ
ー
ル
な
ど
を
落
と
す
良
い
機
会
と
も
な
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　

ず
っ
と
料
理
ら
し
い
料
理
を
し
て
い
な
か
っ
た
ミ
ナ
の
お

母
さ
ん
が
、
聖
大
土
曜
日
に
は
朝
か
ら
羊
の
腸
を
洗
っ
て
細

か
く
刻
み
、
コ
ト
コ
ト
と
ス
ー
プ
を
煮
は
じ
め
ま
し
た
。
そ

の
お
い
し
そ
う
な
匂
い
が
家
に
充
満
し
、
私
の
空
腹
は
頂

点
に
達
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
ス
ー
プ
を
食
べ
る
が
待

ち
遠
し
か
っ
た
こ
と
と
い
っ
た
ら
。
土
曜
日
の
夜
は
９
時
過

ぎ
か
ら
教
会
へ
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
ろ
う
そ
く
を
手
に
し
て
参

列
し
ま
す
。
ほ
ぼ
3
時
間
教
会
の
中
で
立
ち
っ
ぱ
な
し
で

男
声
の
祈
祷
を
聞
き
続
け
ま
す
。
日
が
変
わ
る
午
前
０
時
に

キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
知
ら
せ
る
教
会
の
鐘
が
鳴
り
響
き
、
祭

壇
の
方
か
ら
次
々
に
人
々
の
持
つ
ろ
う
そ
く
の
火
が
灯
さ
れ

て
、
堂
内
が
明
る
く
輝
き
ま
す
。
隣
の
人
同
士
で
「
オ　

フ

リ
ス
ト
ス　

ア
ネ
ス
テ
ィ（
キ
リ
ス
ト
は
復
活
さ
れ
た
）」「
ア

リ
ソ
ス　

ア
ネ
ス
テ
ィ
（
本
当
に
復
活
さ
れ
た
）」
と
い
う

決
ま
り
文
句
で
挨
拶
を
交
わ
し
ま
す
。

　

教
会
で
灯
し
た
ろ
う
そ
く
の
火
を
大
切
に
家
に
持
ち
帰
る

の
で
す
が
、
そ
の
間
に
会
う
人
ご
と
に
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る

の
で
な
か
な
か
家
に
辿
り
つ
き
ま
せ
ん
。
や
っ
と
家
に
帰
っ

て
、
家
族
で
テ
ー
ブ
ル
を
囲
み
、
あ
の
朝
か
ら
待
ち
遠
し

か
っ
た
ス
ー
プ
を
頂
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
ス
ー
プ
が
体
の

中
に
沁
み
と
お
っ
て
ゆ
く
感
覚
は
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い

ま
す
。「
マ
ギ
リ
ツ
ァ
」
と
い
う
料
理
で
、
羊
の
腸
と
米
と

ネ
ギ
を
煮
込
ん
だ
も
の
で
、
味
は
日
本
の
も
つ
煮
ス
ー
プ
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
次
の
日
は
朝
か
ら
親
戚
中
が

集
ま
っ
て
庭
で
太
く
て
長
い
串
に
刺
し
た
何
頭
も
の
子
羊
を

炭
火
で
時
間
を
か
け
て
手
で
回
し
な
が
ら
焼
く
の
で
す
。
一

週
間
ほ
と
ん
ど
食
べ
て
い
な
い
胃
に
パ
ス
ハ
の
ご
馳
走
が
突

然
入
ら
な
い
よ
う
に
、
こ
の
ス
ー
プ
で
胃
を
慣
ら
し
て
お
く

の
で
し
ょ
う
。
そ
の
晩
は
、
や
っ
と
終
わ
っ
た
断
食
に
ほ
っ

と
し
て
幸
せ
な
眠
り
に
つ
き
ま
し
た
。

　

45
年
前
の
パ
ス
ハ
は
祭
り
の
初
体
験
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
ギ
リ
シ
ャ
人
社
会
、
そ
れ
も
田
舎
の
人
々
と
過
ご
し
た

貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ミ
ナ
と
は
そ
の
後
途
切

「埋葬」の儀式後キリストの棺を担いで村中を行列する
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れ
る
こ
と
な
く
良
い
友
達
と
し
て
連
絡
を
取
り
合
っ
て
親
し

く
付
き
合
っ
て
き
ま
し
た
が
、
三
年
前
に
突
然
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
ミ
ナ
は
テ
サ
ロ
ニ
キ
大
学
で
英
文
学
を
専

攻
し
、
実
家
の
近
く
の
都
市
ヴ
ォ
ロ
ス
で
高
校
の
英
語
の
先

生
を
し
て
い
ま
し
た
。
妹
の
ス
テ
ラ
も
同
じ
道
を
歩
み
、
結

婚
後
同
じ
敷
地
に
隣
り
合
わ
せ
で
家
を
建
て
て
住
ん
で
い
た

の
で
、
私
は
妹
の
ス
テ
ラ
と
も
親
し
く
し
て
い
ま
し
た
。
ミ

ナ
が
危
篤
だ
と
い
う
ス
テ
ラ
か
ら
の
連
絡
を
受
け
て
直
ぐ
に

ギ
リ
シ
ャ
へ
向
か
い
、
集
中
治
療
室
に
い
た
ミ
ナ
を
見
舞
い

ま
し
た
。
結
局
目
覚
め
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、そ
の
時
ス
テ
ラ
か
ら「
ミ
ナ
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
け
れ
ど
、
私
と
の
間
柄
は
変
わ
る
こ
と
な
く
そ
ば
に
い
て

ほ
し
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
も
う
一
人
の
姉
も
亡
く
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
。」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
以
来
ス
カ

イ
プ
で
話
し
た
り
、
ギ
リ
シ
ャ
へ
行
っ
た
時
に
は
一
日
で
も

な
る
べ
く
寄
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
も
パ
ス
ハ
の
休
暇
は
迷
わ
ず
、
ス
テ
ラ
の
家
で
過
ご

す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
2
0
0
3
年
に
８
か
月
間
長
期
に

ア
テ
ネ
に
滞
在
し
た
時
に
も
ヴ
ォ
ロ
ス
で
パ
ス
ハ
を
過
ご
し

た
の
で
、
今
回
は
三
回
目
の
パ
ス
ハ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
三
回
の
パ
ス
ハ
を
通
し
て
や
は
り
時
の
流
れ
を
否

応
な
く
感
じ
ま
す
。
二
回
目
の
時
は
ミ
ナ
も
元
気
で
、
子
供

た
ち
も
ま
だ
結
婚
す
る
前
で
、
大
勢
の
親
戚
や
友
人
が
集
ま

り
庭
に
人
が
溢
れ
、
実
に
賑
や
か
で
楽
し
い
春
の
祭
り
で
し

た
。
今
回
は
、
そ
の
友
人
た
ち
も
顔
を
出
し
て
「
お
め
で
と

う
」
と
挨
拶
に
来
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
家
族
が
増
え
て
自

分
の
家
で
祝
う
た
め
に
す
ぐ
に
帰
っ
て
し
ま
い
、
ス
テ
ラ
と

ミ
ナ
の
子
供
た
ち
と
二
、三
の
友
人
た
ち
だ
け
の
落
ち
着
い

た
お
祝
い
の
会
と
な
り
ま
し
た
。

ヴ
ェ
レ
ス
テ
ィ
ノ
村
一
番
の
美
女
で
才
媛
と
評
判
だ
っ
た
ミ
ナ
の
写
真

と
と
も
に
、
復
活
祭
の
置
物
で
飾
ら
れ
た
ミ
ナ
の
た
め
の
テ
ー
ブ
ル
。

ステラの家の居間には至る所に卵のオーナメントがセンス良く飾られ
ている。

庭の奥にかまどと羊の串刺しを自動で回す装置がある。ミナの娘のマリアと庭で遊ぶ孫のオデュ
セアス
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何
が
一
番
変
わ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
皆
教
会
へ
行
か
な
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
受
難
週
の
祈
祷
の
式
に
も

参
列
せ
ず
、
3
時
間
も
立
ち
ん
ぼ
を
し
た
後
に
、
教
会
に

集
う
人
々
の
手
の
ろ
う
そ
く
に
火
が
灯
さ
れ
て
堂
内
が
輝
き

渡
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
復
活
の
瞬
間
に
感
動
し
た
記
憶
が
あ
る

私
に
は
物
足
り
な
い
く
ら
い
で
し
た
。
2
0
0
3
年
の
時

に
は
車
で
山
の
上
に
あ
る
由
緒
あ
る
教
会
ま
で
行
っ
て
、
教

会
の
鐘
の
音
と
ろ
う
そ
く
の
光
を
味
わ
っ
た
の
に
、
今
回
は

教
会
は
す
ぐ
そ
こ
だ
か
ら
と
、
結
局
0
時
に
な
る
ほ
ん
の

10
分
前
位
に
、
じ
ゃ
あ
そ
ろ
そ
ろ
行
く
？
と
言
っ
て
出
か
け

る
有
様
で
し
た
。
ミ
ナ
の
娘
や
息
子
た
ち
は
そ
れ
も
し
な
い

く
ら
い
信
仰
と
は
か
け
離
れ
た
生
活
で
す
。
ミ
ナ
た
ち
が
大

学
生
時
代
、
教
会
へ
行
く
の
が
当
た
り
前
で
、
そ
れ
が
信
仰

心
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
若
き
日
の
私
に
ど
れ
ほ
ど
印
象

的
で
あ
っ
た
か
を
思
う
と
、
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
す
。
日
本

で
い
え
ば
、
特
に
宗
教
心
が
な
く
て
も
初
詣
に
お
寺
や
神
社

に
お
参
り
す
る
よ
う
な
程
度
に
な
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
あ
の
厳
し
い
断
食
も
し
ま
せ
ん
。
多
少

肉
は
避
け
て
イ
カ
、
タ
コ
は
食
べ
て
も
良
い
の
よ
と
言
っ
て

い
る
の
が
か
つ
て
の
僅
か
な
が
ら
の
名
残
で
す
。

　

宗
教
心
は
薄
れ
た
と
い
っ
て
も
パ
ス
ハ
は
ギ
リ
シ
ャ
人
に

と
っ
て
は
大
切
な
祭
り
で
、
45
年
前
に
食
べ
た
も
の
、「
マ

ギ
リ
ツ
ア
」
も
羊
の
丸
焼
き
も
、
羊
の
内
臓
を
串
に
刺
し
て

そ
れ
を
長
い
腸
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
た
「
コ
コ
レ
チ
」
も
、

赤
く
染
め
た
卵
を
中
に
入
れ
て
焼
く
甘
い
「
ツ
レ
キ
」
と
い

う
パ
ン
、
ど
こ
の
家
で
も
同
じ
味
で
同
じ
形
に
焼
く
「
ク

ル
ー
リ
」
と
い
う
ク
ッ
キ
ー
も
昔
ど
お
り
に
作
っ
て
食
べ
ま

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
結
構
手
間
の
か
か
る
料
理
な
の
で
す
が
、

そ
れ
は
一
向
に
面
倒
く
さ
が
ら
ず
き
ち
ん
と
レ
シ
ピ
通
り
に

作
っ
て
い
ま
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
は
普
段
か
ら
決
ま
り
き
っ

た
料
理
を
食
べ
る
の
を
良
し
と
し
て
元
来
食
に
は
保
守
的
な

の
で
、
食
文
化
に
は
あ
ま
り
新
規
の
工
夫
と
い
う
も
の
を
好

み
ま
せ
ん
。
代
々
家
に
伝
わ
る
レ
シ
ピ
通
り
に
作
る
の
で
、

ど
こ
の
家
に
行
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
味
、
同
じ
形
状
を
し

て
い
ま
す
。
最
近
や
っ
と
ギ
リ
シ
ャ
で
も
寿
司
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
ま
だ
ア
テ
ネ
だ
け
の
こ
と

で
す
。
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
の
よ
う
に
日
本
料
理
店
が
い
く
ら

で
も
あ
っ
て
ヘ
ル
シ
ー
だ
と
日
本
料
理
に
人
気
が
あ
る
の
と

比
べ
る
と
随
分
事
情
が
異
な
り
ま
す
。
日
本
人
が
あ
ま
り
住

ん
で
い
な
い
せ
い
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
食
文
化

が
保
守
的
だ
と
い
う
こ
と
が
一
番
の
理
由
で
し
ょ
う
。自動ロースターで炭火焼きされる子羊と「ココレチ」

ステラと夫のヤニスは朝６時から「ココレチ」
の準備、ここは地下室の台所

羊の内臓を串に刺した後、その上から羊の腸をくるくると上手に巻
いていく。やってみると結構重くて慣れないと上手く回せない。こ
の内臓料理はＥＵで禁止されたとのこと。でもギリシャ人は「彼ら
はこの美味さを知らないのさ、フン！」とどこ吹く風。確かに美味
しい。
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焼き上がった羊はパンをこねる木の桶に横たわる。

毎
年
工
夫
を
し
て
色
々
に
染
め
上
げ
る
復
活
祭
に
無
く
て
は
な

ら
な
い
卵
。
こ
れ
を
作
る
の
も
一
仕
事
。
パ
ス
ハ
の
朝
、
一
つ

ず
つ
こ
の
美
し
い
卵
を
手
に
持
っ
て
割
り
合
う
と
、
ど
ち
ら
か

一
方
だ
け
が
割
れ
る
。

　

パ
ス
ハ
の
日
曜
日
の
後
火
曜
日
か
ら
ほ
ぼ
平
常
通
り
の

勤
務
と
な
る
よ
う
で
す
が
、
学
校
は
そ
の
週
も
休
み
で
2

週
間
の
春
休
み
で
す
。
パ
ス
ハ
が
開
け
る
と
人
々
の
挨
拶

は
「
良
い
夏
を
」
に
な
り
ま
す
。
パ
ス
ハ
の
季
節
に
は
、

ハ
ナ
ズ
オ
ウ
の
赤
い
花
、ギ
リ
シ
ャ
語
で「
パ
ス
ハ
リ
ヤ（
パ

ス
ハ
の
花
）」
と
い
う
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
紫
の
花
、
野
原
に
咲

き
誇
る
真
っ
赤
な
ひ
な
げ
し
、
カ
モ
ミ
ー
ル
の
か
わ
い
い

白
い
小
花
、
畑
を
覆
い
尽
く
す
黄
色
い
菜
の
花
な
ど
が
咲

き
乱
れ
て
い
ま
す
。
一
年
3
0
0
日
は
快
晴
と
言
わ
れ
る

ギ
リ
シ
ャ
の
気
候
で
、
夏
に
は
み
な
野
原
で
そ
の
ま
ま
ド

ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
の
春
の
花
の

季
節
は
特
別
に
美
し
く
感
じ
る
の
で
す
。
5
月
1
日
は
メ

イ
・
デ
ー
の
お
祭
り
で
す
が
、ギ
リ
シ
ャ
で
は
こ
の
日
は
「
花

の
祭
り
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
野
原
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
し

て
野
の
花
で
花
輪
を
作
り
、
そ
れ
を
玄
関
の
扉
に
飾
り
ま

す
。
こ
れ
で
春
が
終
わ
り
で
夏
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
が
、
今
年
は
パ
ス
ハ
が
早
か
っ
た
た
め
5
月
ま
で
も

う
少
し
春
が
楽
し
め
ま
す
。

パスハの花パスカリヤ（ライラック）が満開

野の花でブーケを作る私の友人で画家の
ニキ
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ハ
ナ
ス
オ
ウ
の
木
。
ギ
リ
シ
ャ
で
は
別
名
「
ユ
ダ
の
木
」
と
呼

ば
れ
る
。
こ
の
花
が
咲
く
と
パ
ス
ハ
が
始
ま
る
か
ら
と
の
こ

と
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
は
ユ
ダ
の
裏
切
り
か
ら
始
ま
る
か
ら
。 広 大 な 菜 の 花 畑

➡

ひ
な
げ
し
の
鮮
や
か
な
赤
と
カ
モ
ミ
ー
ル
の
白
い
小
花
、
歩
く
と
足

の
下
か
ら
ハ
ー
ブ
の
香
り
が
発
ち
上
が
る
。

　

45
年
前
、
15
年
前
、
そ
し
て
今
年
と
ギ
リ
シ
ャ
の
パ
ス

ハ
を
経
験
し
て
時
代
と
共
に
変
わ
る
こ
と
変
わ
ら
な
い
こ

と
を
特
に
強
く
意
識
し
ま
し
た
。
彼
ら
が
全
く
変
わ
っ
て

な
い
こ
と
は
、
よ
く
し
ゃ
べ
る
こ
と
で
す
。
本
当
に
話
好

き
。
一
緒
に
パ
ス
ハ
を
過
ご
せ
な
か
っ
た
友
人
や
親
せ
き

と
ひ
っ
き
り
な
し
に
電
話
で
話
を
し
て
い
ま
す
。
誰
が
家

に
来
た
か
、
何
を
食
べ
た
か
、
ど
こ
に
行
っ
て
き
た
か
等

を
ま
る
で
絵
日
記
の
よ
う
に
一
部
始
終
話
す
の
で
す
。
普

段
か
ら
大
声
で
話
す
の
に
電
話
と
な
る
と
も
っ
と
大
き
な

声
に
な
り
、
家
の
あ
っ
ち
こ
っ
ち
で
そ
れ
ぞ
れ
が
電
話
し

て
い
る
の
で
騒
が
し
い
こ
と
こ
の
上
な
い
の
で
す
が
、
な

ん
だ
か
可
笑
し
く
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
し
ゃ
べ
り
は
男

女
を
問
わ
ず
の
話
で
す
。
最
近
の
日
本
で
は
一
人
暮
ら
し

の
高
齢
者
の
四
分
の
一
の
人
が
二
週
間
以
上
人
と
話
を
し

て
い
な
い
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
統
計
的

に
正
し
い
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
そ

う
い
う
こ
と
は
起
こ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
。
誰
も
ほ
っ
て

お
い
て
く
れ
な
い
。
こ
う
い
う
人
た
ち
と
大
声
で
お
し
ゃ

べ
り
を
し
続
け
て
、
日
本
に
帰
っ
て
く
る
と
、
ク
ー
ル
ダ

ウ
ン
を
す
る
の
に
少
々
苦
労
し
ま
す
。
疲
れ
は
し
ま
す
が
、

人
と
人
の
間
柄
が
と
て
も
近
く
、
愛
情
表
現
豊
か
に
人
と

接
し
、
慣
れ
親
し
ん
だ
風
習
や
食
を
守
り
、
議
論
は
す
ぐ

に
白
熱
す
る
け
れ
ど
、
思
う
存
分
話
し
て
あ
と
は
さ
っ
ぱ

り
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
が
最
近
特
に

人
間
的
に
思
え
て
共
感
を
覚
え
ま
す
。
よ
く
ギ
リ
シ
ャ
人

た
ち
に
「
マ
サ
コ
は
日
本
人
に
似
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
確
か
に
以
前
は
日
本
と
ギ
リ

シ
ャ
に
そ
れ
ぞ
れ
軸
足
を
置
い
て
立
っ
て
い
た
は
ず
な
の

に
、
今
で
は
自
分
の
重
心
が
ギ
リ
シ
ャ
寄
り
に
な
っ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ギ
リ
シ
ャ
が
私
の
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
な
っ
て
数
十

年
た
ち
、
研
究
分
野
で
知
り
合
っ
た
研
究
者
と
も
親
し
く

行
き
来
を
さ
せ
て
も
ら
い
友
人
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

今
振
り
返
っ
て
み
る
と
ギ
リ
シ
ャ
人
社
会
に
最
初
に
導
き

受
け
入
れ
て
く
れ
た
ミ
ナ
と
の
出
会
い
ほ
ど
私
に
と
っ
て

大
切
な
も
の
は
な
か
っ
た
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。
ミ
ナ

と
い
う
人
は
分
け
隔
て
な
く
人
と
付
き
合
い
、
明
る
く
、

好
奇
心
に
満
ち
、
い
つ
も
何
か
を
学
ぼ
う
と
す
る
向
上
心

を
持
つ
素
敵
な
女
性
で
し
た
。
そ
の
証
と
も
い
え
る
の
は
、

ミ
ナ
の
葬
儀
に
は
、1
5
0
0
人
以
上
も
の
人
が
集
い
ヴ
ォ

ロ
ス
の
主
聖
堂
に
人
が
入
り
き
ら
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

ミ
ナ
の
素
晴
ら
し
さ
は
今
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
と
同
時
に
ヴ
ォ
ロ
ス
で
は
「
マ
サ
コ
」
の
こ
と
は
誰

で
も
知
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ミ
ナ
も
典
型
的
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ギ
リ
シ
ャ
人
で
お
し
ゃ
べ
り
だ
っ
た
の
で
す
。「
マ
サ
コ
」
の

こ
と
日
本
の
こ
と
を
皆
に
話
す
の
が
大
好
き
で
何
で
も
話
し

て
い
た
そ
う
で
す
。

　

ミ
ナ
を
亡
く
し
た
悲
し
み
は
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
ミ
ナ
と
の
長
い
友
情
の
記
憶
は
、
美
し
い
ギ
リ
シ
ャ
の

春
の
祭
り
と
と
も
に
、
繰
り
返
し
私
の
中
に
復
活
を
遂
げ
て

い
る
と
い
う
思
い
を
新
た
に
し
て
帰
国
し
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
研
究
の
目
的
の
一
つ
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
美
術
学
会
の
メ
ン

バ
ー
と
一
緒
に
現
地
調
査
。
学
会
長
で
高
名
な
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
美
術
研

究
者
と
仲
良
く
肩
を
組
む
私
。

ピ
リ
ョ
山
の
村
か
ら
眼
下
に
ヴ
ォ
ロ
ス
の
町
を
見
下
ろ
す
。
そ
の
向
こ
う

に
エ
ー
ゲ
海
が
広
が
る
。
ピ
リ
ョ
山
に
は
そ
れ
ぞ
れ
趣
を
異
に
す
る
29
の

村
が
点
在
し
て
い
て
ギ
リ
シ
ャ
人
に
人
気
の
避
暑
地
。
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趣味の切手と明治 150 年

細野　豊樹

　

私
に
は
、
ど
れ
も
中
途
半
端
な
趣
味
・
道
楽
が

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
一
番
長
く
続
け
て
い
る

の
が
切
手
の
収
集
で
す
。
世
界
の
切
手
を
、
小
学

生
の
頃
か
ら
集
め
て
い
ま
す
。
当
時
は
、
グ
リ
コ

が
切
手
を
お
菓
子
の
景
品
に
し
た
こ
と
が
契
機
と

な
っ
た
切
手
収
集
ブ
ー
ム
の
末
期
で
、
記
念
切
手

が
発
行
さ
れ
る
と
、
朝
か
ら
多
く
の
人
が
郵
便
局

に
行
列
し
て
買
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
、
手
紙
を

書
く
の
が
目
的
で
な
い
退
蔵
需
要
に
応
え
る
べ

く
、
多
い
時
に
は
毎
回
3
0
0
0
万
枚
も
の
記

念
切
手
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
ブ
ー

ム
が
去
っ
て
、
大
量
の
未
使
用
記
念
切
手
が
退
蔵

さ
れ
る
一
方
で
、
切
手
収
集
を
始
め
る
子
供
が
激

減
し
ま
す
。
切
手
商
の
話
で
は
、
今
や
日
本
の
切

手
コ
レ
ク
タ
ー
の
平
均
年
齢
は
60
歳
台
な
の
だ
そ

う
で
す
。
未
使
用
記
念
切
手
が
大
量
に
あ
っ
て
、

集
め
る
人
が
少
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
1
9
6
0

年
代

－

1
9
7
0
年
代
に
発
効
さ
れ
た
記
念
切

手
の
多
く
は
、
額
面
割
れ
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。

切
手
商
を
訪
れ
て
よ
く
目
に
す
る
の
が
、
記
念
切

手
の
シ
ー
ト
を
売
り
に
来
る
姿
で
す
。
提
示
さ
れ

る
買
取
価
格
の
相
場
は
、
額
面
の
7
割
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
20
円
切
手
20
枚
の
シ
ー
ト
は

額
面
で
4
0
0
円
で
す
が
、
こ
れ
が
2
8
0
円

に
し
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
対
照
的
に
中
国
は
切

手
収
集
が
盛
り
上
が
っ
て
い
て
、
希
少
な
文
化
大

革
命
期
の
記
念
切
手
な
ど
が
高
騰
し
て
い
ま
す
。

1
枚
10
万
円
以
上
の
値
を
付
け
て
い
る
も
の
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。近
年
、世
界
の
切
手
が
ネ
ッ

ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
手
軽
に
入
手
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
や
英
国
の
初
期
の

ク
ラ
シ
ッ
ク
切
手
に
は
、
多
く
の
人
が
ビ
ッ
ド
し

て
人
気
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
切
手

の
中
で
、
私
は
明
治
初
期
の
旧
小
判
切
手
が
好
き

な
の
で
す
が
、
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
買
っ
て

い
る
の
は
一
部
の
マ
ニ
ア
と
い
う
印
象
を
受
け
ま

す
。
東
京
の
切
手
商
に
聞
い
て
も
、
小
判
切
手
の

需
要
は
あ
ま
り
無
い
よ
う
で
す
。

　　

日
本
に
お
け
る
大
衆
レ
ベ
ル
の
切
手
収
集
が
育

た
な
か
っ
た
主
因
は
、
3
0
0
0
万
枚
と
い
っ

た
多
す
ぎ
る
発
行
枚
数
と
種
類
が
多
い
乱
発
だ
と

考
え
ま
す
が
、
欧
米
諸
国
と
の
比
較
で
み
る
と
、

事
な
か
れ
主
義
に
走
る
意
匠
の
問
題
も
無
視
で
き

ま
せ
ん
。
以
下
で
は
、
本
年
が
明
治
1
5
0
年

で
あ
る
こ
と
と
関
連
付
け
て
、
こ
う
し
た
記
念
切

手
の
無
難
路
線
の
中
で
、
郵
便
事
業
創
始
者
と
し

て
、
切
手
の
意
匠
と
な
っ
て
い
る
回
数
が
、
お
そ

ら
く
最
多
で
あ
る
前
島
密
に
対
す
る
私
な
り
の
評

価
、
本
学
と
の
若
干
の
接
点
な
ど
に
つ
い
て
論
じ

た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
記
念
切
手
の
事
な
か
れ
主
義

　

2
0
1
8
年
は
明
治
改
元
1
5
0
周
年
で
あ

り
、
各
地
で
記
念
行
事
が
催
さ
れ
、
10
月
に
は
記

念
切
手
が
発
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。
ネ
ッ
ト
で
調

べ
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
ど
う
い
う
意
匠
に
な
る
か

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
最
近
の
記
念
切
手
に
多
い
の

は
、
1
シ
ー
ト
10
枚
の
小
型
シ
ー
ト
に
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
10
種
類
の
テ
ー
マ
を
あ
て
が
う
デ
ザ

イ
ン
で
す
。
も
し
そ
う
な
ら
、
五
箇
条
の
御
誓
文

や
、
前
年
の
大
政
奉
還
あ
た
り
は
有
力
候
補
で

し
ょ
う
。
問
題
は
残
り
の
意
匠
で
す
。
歴
史
的
に

は
、
薩
長
を
中
心
と
す
る
討
幕
派
の
軍
が
、
約3

倍
の
兵
力
で
臨
ん
だ
幕
府
軍
を
敗
走
さ
せ
た
鳥
羽

伏
見
の
戦
い
は
、
有
力
候
補
で
あ
る
べ
き
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。
こ
の
敗
戦
で
す
っ
か
り
弱
気
に
な
っ

た
徳
川
慶
喜
が
江
戸
に
逃
げ
帰
っ
て
恭
順
・
降
伏

を
選
択
し
た
と
い
う
、そ
の
後
の
展
開
の
面
で
も
、

旗
本
や
譜
代
大
名
が
戦
力
と
し
て
全
く
役
に
立
た

な
い
こ
と
を
、
こ
れ
に
先
立
つ
第
二
次
長
州
征
討

で
の
連
敗
と
相
ま
っ
て
証
明
し
た
と
い
う
意
味
で

も
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
と
比
べ
る
と
、
桁

違
い
に
推
定
死
者
数
が
少
な
い
の
が
明
治
維
新
の

特
色
で
す
が
、
そ
う
な
っ
た
の
は
、
徳
川
慶
喜
が

継
戦
意
欲
を
完
全
に
失
う
く
ら
い
、
軍
事
力
と
し

て
の
旗
本
・
譜
代
大
名
が
頼
り
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
が
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
等
で
露
見
し
た

の
だ
と
言
え
ま
す
。
幕
府
は
幕
末
に
最
新
の
武
器

を
輸
入
し
、
歩
兵
隊
を
次
々
と
組
織
し
、
フ
ラ
ン

ス
の
顧
問
団
に
よ
る
軍
事
教
練
を
行
っ
た
わ
け
で

す
が
、
太
平
の
世
に
慣
れ
切
っ
た
旗
本
・
譜
代
大

名
の
危
機
意
識
が
低
い
中
で
、
有
能
な
将
官
級
の

人
材
や
将
校
が
決
定
的
に
足
り
な
か
っ
た
の
が
致

命
的
で
し
た
。
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、

NHK

が
年
始
の
特
別
企
画
で
掘
り
下
げ
て
お
り
、
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幕
府
軍
は
近
代
装
備
で
負
け
て
い
た
わ
け
で
な

く
、
主
た
る
敗
因
は
指
揮
の
ま
ず
さ
で
あ
っ
た
こ

と
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
事
な
か
れ
主
義
の
行
政
文
化
の
中
で

は
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
は
採
用
さ
れ
な
い
可
能
性

の
ほ
う
が
高
い
と
推
察
し
ま
す
。
何
し
ろ
我
が
国

の
記
念
切
手
で
は
、
源
頼
朝
を
意
匠
に
し
た
記

念
切
手
が
一
応
あ
る
も
の
の
、
織
田
信
長
も
豊
臣

秀
吉
も
徳
川
家
康
も
今
の
と
こ
ろ
記
念
切
手
に

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
真
田
幸
村
と
か
武
田
信
玄
と

か
を
モ
チ
ー
フ
に
す
れ
ば
、
人
気
が
出
る
と
思

う
の
で
す
が
、
金
輪
際
そ
れ
は
無
理
で
し
ょ
う
。

1
9
6
8
年
に
発
行
さ
れ
た
、
2
種
類
の
明
治

1
0
0
年
記
念
切
手
の
、
地
味
で
無
難
な
デ
ザ

イ
ン
を
み
れ
ば
、
推
し
て
知
る
べ
し
で
す
。

　

歴
史
教
科
書
的
に
は
些
末
で
も
、
一
部
の
人
た

ち
の
間
で
は
意
義
が
あ
っ
て
、
内
外
で
文
句
を
言

う
人
が
い
な
い
、
行
政
×
×
制
度
1
0
0
周
年

み
た
い
な
い
テ
ー
マ
が
、
採
用
さ
れ
や
す
い
の
が

日
本
の
行
政
文
化
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
年
に
全

国
各
地
で
行
わ
れ
る
記
念
イ
ベ
ン
ト
関
連
や
、
殖

産
興
業
や
文
明
開
化
の
類
の
ほ
う
が
、
採
択
さ
れ

る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

図 1　 明 治 100 年 記 念 切 手

　

そ
う
い
う
中
で
、
吉
田
松
陰
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
1
9
5
9
年
10
月
発
行
の
「
松
陰
1
0
0
年

祭　

PTA

大
会
記
念
」
が
、
日
本
の
記
念
切
手

の
無
難
路
線
の
例
外
と
し
て
目
立
っ
て
い
る
と
言

え
ま
す
。
行
政
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
決
ま
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
意
匠
で
す
が
、
当
時
の
総
理
大

臣
が
だ
れ
か
を
考
え
る
と
納
得
で
き
て
し
ま
い
ま

す
。
幕
末
・
明
治
の
主
要
人
物
は
、
テ
レ
ビ
や
小

説
で
は
頻
繁
に
登
場
し
ま
す
が
、
吉
田
松
陰
以
外

で
こ
れ
ま
で
日
本
の
記
念
切
手
に
採
用
さ
れ
た
の

は
、
1
9
9
1
年
の
「
ふ
る
さ
と
切
手
」
に
お

け
る
坂
本
龍
馬
の
例
以
外
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

も
し
も
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
や
、
高
杉
晋
作
、
勝
海

舟
、
西
郷
隆
盛
と
い
っ
た
歴
史
的
人
物
が
明
治

1
5
0
年
記
念
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ら
、
従

来
の
流
れ
か
ら
逸
脱
し
た
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
現
象
と

な
る
で
し
ょ
う
。

図 2  松陰 100 年祭   PTA 大会記念切手

　

実
は
諸
外
国
で
も
、
ア
ー
ト
、
文
化
人
、
歴
史

的
建
築
物
、
動
物
、
景
勝
地
と
い
っ
た
、
政
治
的

に
無
難
な
意
匠
が
多
い
の
は
事
実
で
す
。
そ
れ
で

も
、
世
界
史
の
教
科
書
に
登
場
す
る
よ
う
な
事
件

や
人
物
は
広
く
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば

フ
ラ
ン
ス
を
例
に
取
る
と
、
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
、

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
、
ア

ン
リ
4
世
、
リ
シ
リ
ュ
ー
、
ル
イ
14
世
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
ガ
ン
ベ
ッ
タ
、
第
一

次
世
界
大
戦
、
第
二
次
世
界
大
戦
、
ク
レ
マ
ン

ソ
ー
、
ド
・
ゴ
ー
ル
な
ど
、
教
科
書
頻
出
項
目
は

か
な
り
網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
。
官
僚
が
強
い
と
い

う
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
や
日
本
は
政
治
文
化
が
似
て

い
る
の
で
す
が
、
切
手
の
意
匠
の
政
治
性
と
い
う

点
で
は
対
照
的
な
の
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

端
的
な
の
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
す
が
、
戦
前

に
も
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
す
。

フランス革命 200 周年

ナポレオンジャンヌ・ダルクシャルルマーニュ

リシリュー ルイ XIV 世

図 3　 フ ラ ン ス の 歴 史 関 連 記 念 切 手 の 例

　

ド
イ
ツ
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ

よ
、
ル
タ
ー
、
ビ
ズ
マ
ル
ク
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ビ
ッ
ツ
、

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
な
ど
の
歴
史
的
人
物
が
記
念
切
手

に
な
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
の
帰
趨
を
決
め
た
主

だ
っ
た
戦
い
に
つ
い
て
も
、
特
に
海
戦
は
、
サ
ラ

ミ
ス
の
戦
い
か
ら
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
ま
で
、
主
だ
っ

た
も
の
は
関
連
す
る
国
が
記
念
切
手
を
発
行
し
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
日
露
戦
争
の
日
本
海
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海
戦
が
抜
け
て
い
る
の
が
目
に
つ
き
ま
す
。
中
国

史
関
係
で
は
、
唐
太
宗　

宋
太
宗　

元
太
宗　

明

太
宗
の
セ
ッ
ト
が
、
台
湾
か
ら
出
て
い
ま
す
。
人

気
の
あ
る
切
手
で
、
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
お

い
て
結
構
な
額
で
落
札
さ
れ
て
い
た
り
し
ま
す
。

林
則
徐
、
太
平
天
国
の
乱
、
辛
亥
革
命
と
い
っ
た

切
手
な
ど
も
中
国
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
て
、
少
な

く
と
も
日
本
史
よ
り
は
歴
史
を
切
手
で
た
ど
り
や

す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
死
後
に

歴
代
大
統
領(

死
後
に
限
る)

を
始
め
、
労
働
組

合
幹
部
、
軍
人
な
ど
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
多

様
な
意
匠
が
、
一
定
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
採
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

  

評
価
さ
れ
て
よ
い
前
島
密
の
郵
便

  

事
業
創
設

図４ クラゼヴィッツ図 5   林則徐と孫文

図 6  労組幹部を記念し
　　  たアメリカの切手

図７  日本開国 100 周年切手の初日
　　  カバー

　

少
し
で
も
政
治
問
題
に
な
り
そ
う
な
テ
ー
マ

は
避
け
る
行
政
文
化
に
お
い
て
、
通
常
切
手
も

含
め
る
と
お
そ
ら
く
最
も
頻
繁
に
切
手
の
意
匠

と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
物
が
、
郵
便
事

業
創
設
者
の
前
島
密
で
す
。
郵
便
事
業
関
係
者

の
身
内
び
い
き
の
面
が
無
く
も
な
い
で
し
ょ
う

が
、
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、
前
島
密
は
記
念
切
手

に
採
用
に
値
す
る
大
き
な
仕
事
を
し
た
こ
と
が

見
え
て
き
ま
す
。
前
島
密
が
登
場
す
る
最
初
に

記
念
切
手
は
、
1
9
2
7
年
の
「
万
国
郵
便
連

合
（UPU
）
加
盟
50
年
記
念
」
で
す
が
、
郵
便
事

業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
1
8
7
1
年
か
ら
僅
か
6

年
後
の
1
8
7
7
年
に
加
入
を
認
め
ら
れ
た
の

は
、
歴
史
的
な
偉
業
だ
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

す
。
明
治
初
頭
の
日
本
で
は
、
列
強
が
勝
手
に
郵

便
局
を
国
内
に
開
設
し
て
い
て
、
郵
便
主
権
が
侵

害
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
是
正
す
べ
く
、
前

島
密
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｍ
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
を
雇
っ

て
、
1
8
7
3
年
に
ア
メ
リ
カ
と
の
郵
便
交
換

条
約
締
結
に
成
功
し
ま
す
。
1
8
7
5
年
の
国

際
郵
便
開
始
の
際
に
、
国
際
郵
便
専
用
に
発
行
さ

れ
た
の
が
3
種
の
鳥
切
手
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
が

な
か
な
か
洗
練
さ
れ
て
い
て
、
私
が
好
き
な
切

手
の
一
つ
で
す
。
米
国
に
続
い
て
英
国
と
の
郵
便

条
約
に
も
こ
ぎ
つ
け
ま
す
。
英
国
は
ア
メ
リ
カ
ほ

ど
好
意
的
で
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
効
率
的
な

郵
便
事
業
の
全
国
展
開
を
前
に
、
拒
否
す
る
理
由

が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
フ

ラ
ン
ス
も
英
国
に
追
従
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
主

要
列
強
と
の
郵
便
条
約
が
先
行
す
る
中
で
、
万
国

郵
便
連
合
へ
の
加
入
が
円
滑
に
実
現
し
た
わ
け
で

す
。
隣
の
清
国
が
万
国
郵
便
連
合
に
加
入
で
き
た

の
は
1
9
1
4
年
で
あ
り
、
外
国
に
郵
便
を
出

す
に
は
、
外
国
の
切
手
を
自
国
の
も
の
と
一
緒
に

貼
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
屈
辱
を
長
年
に
わ
た
り

味
わ
っ
て
い
ま
す
。
図
９
は
、
日
本
切
手
と
中
国

切
手
が
一
緒
に
貼
ら
れ
た
例
で
す
。

図９　鳥切手（１２銭）

   図１０  日本と中国の切手が
                一緒に貼られた例
写真出典：筆者コレクションを撮影

図８  万国郵便連合加盟 50 年
　　  記念切手の前島密

　

明
治
維
新
に
お
け
る
日
本
は
、
17
世
紀
あ
た
り

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
と
比
べ
て
も
、
郵
便
事
情
が

恐
ろ
し
く
悪
い
国
で
し
た
。
武
士
が
隣
の
藩
に
手

紙
を
出
す
に
は
、
ま
ず
は
自
藩
の
江
戸
藩
邸
に

送
っ
て
か
ら
、
当
該
の
藩
の
定
期
便
に
乗
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
前
島
密
自
身
、

薩
摩
藩
へ
の
復
職
を
断
る
重
要
な
手
紙(

後
述)

が
届
か
な
く
て
、
誤
解
を
招
き
窮
地
に
陥
っ
た
と

回
顧
し
て
い
ま
す
。
対
照
的
に
英
国
で
は
、
郵
便

事
業
が
早
く
か
ら
国
家
の
収
益
事
業
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
17
世
紀
に
民
間
人
が
ロ
ン
ド
ン
で
市
内

の
郵
便
物
を
1
ペ
ニ
ー
で
配
達
す
る
事
業
を
開

始
し
て
大
好
評
だ
っ
た
も
の
の
、
政
府
に
睨
ま
れ

て
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
て
、
政
府
が
こ
れ
を
取
り

込
む
よ
う
な
こ
と
も
起
き
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス

で
も
郵
便
事
業
は
絶
対
王
政
の
独
占
事
業
と
し
て

運
営
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

英
国
の
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ヒ
ル
が
、
郵
便
物
に
切

手
を
貼
る
近
代
的
な
郵
便
事
業
に
改
め
る
改
革
を
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1
8
4
0
年
に
行
っ
た
時
に
は
、
国
家
に
よ
る

郵
便
事
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
程
度
確
立
し

て
い
ま
し
た
。
ヒ
ル
の
偉
業
は
、
政
府
が
独
占
利

潤
を
追
求
す
る
中
で
郵
便
料
金
が
高
く
な
り
、
ミ

ド
ル
ク
ラ
ス
で
も
手
が
届
き
に
く
く
な
っ
て
い
た

問
題
に
切
り
込
ん
だ
、
郵
便
料
金
引
き
下
げ
の
行

政
改
革
と
い
う
面
が
強
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

前
島
密
が
、
本
務
の
税
制
改
正
と
の
兼
任
で
駅

逓
権
正
に
任
命
さ
れ
た
1
8
7
0
年
に
お
い
て
、

日
本
の
郵
便
イ
ン
フ
ラ
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
全
国
に
郵
便
局
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
が
、
新
政
府
に
は
そ
の
財
源
が
全
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
う
い
う
困
難
な
状
況
で
、

1
8
7
1
年
の
創
業
か
ら
わ
ず
か
5
年
く
ら
い

の
短
い
期
間
に
4
0
0
0
以
上
も
の
郵
便
局
が

設
け
ら
れ
ま
し
た(

図
10)

。
今
日
の
日
本
で
は

考
え
ら
れ
る
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
感
で
す
。
そ
の
秘

訣
は
、
今
日
の
特
定
郵
便
局
の
制
度
で
し
た
。
全

国
津
々
浦
々
の
地
元
の
名
士
た
ち
が
、
郵
便
局
長

の
名
誉
と
引
き
換
え
に
、
局
舎
や
人
員
を
提
供
し

た
の
で
す
。
後
知
恵
的
に
は
、
当
時
の
日
本
は
識

字
率
が
高
く
て
、
膨
大
な
潜
在
需
要
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
地
方
の
名
望
家
た
ち
の

食
い
つ
き
を
あ
る
程
度
予
想
で
き
た
見
通
し
と
大

局
観
、
そ
し
て
彼
の
ア
イ
デ
ア
を
周
囲
に
売
り
込

み
、
飛
脚
業
者
等
の
抵
抗
勢
力
を
説
き
伏
せ
た
説

得
力
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
ま
す
。

図１１　明治期における郵便局数の推移　出典：総務省統計局
　　　　「第 11 章「情報・通信」『日本の長期統計系列』オンライン版　
　　　　 http://www.stat.go.jp/data/chouki/11.html

　

前
島
密
は
、
南
は
九
州
か
ら
北
は
函
館
ま
で
、

日
本
列
島
を
行
脚
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
貧
乏
な
母
子
家
庭
出
身
だ
っ
た
の
で
、
商
船

に
つ
い
て
学
ぶ
べ
く
江
戸
か
ら
函
館
へ
旅
し
た
際

は
、
野
宿
し
た
り
、
お
寺
や
地
元
名
士
の
家
に
泊

め
て
も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
。
前
島
密
は
、
世
話

に
な
っ
た
無
数
の
人
た
ち
の
世
界
観
、
学
識
、
経

済
状
況
に
肌
で
触
れ
て
い
て
、
郵
便
事
業
に
対
し

て
彼
ら
が
ど
う
反
応
す
る
か
、
あ
る
程
度
見
当
が

付
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
少
な
く
と
も
当

時
の
大
部
分
の
エ
リ
ー
ト
と
比
べ
て
、
世
間
を
良

く
知
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
全

国
を
旅
し
て
地
理
や
交
通
事
情
に
明
る
か
っ
た
こ

と
は
、
郵
便
局
の
配
置
や
運
営
に
大
き
く
役
に

立
っ
た
は
ず
で
す
。

　

こ
こ
で
、
前
島
密
の
半
生
に
つ
い
て
概
観
し
ま

す
。今
日
の
新
潟
県
長
岡
に
生
ま
れ
た
前
島
密
は
、

豪
農
の
父
親
が
早
逝
し
て
、
武
家
出
身
の
母
親
に

よ
り
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
お
金
が
無
い
中
で
江
戸

に
出
て
、
写
本
な
ど
を
し
な
が
ら
生
活
費
を
稼
い

で
、い
ろ
い
ろ
な
識
者
に
弟
子
入
り
し
て
い
ま
す
。

幕
府
海
軍
操
練
所
に
所
属
す
る
、
あ
る
機
関
士
の

見
習
い
と
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
機
関
士
と
し

て
の
腕
を
磨
き
ま
す
。
商
船
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
く

函
館
に
行
き
、函
館
奉
行
所
の
船
に
乗
り
組
ん
で
、

測
量
と
交
易
の
た
め
長
崎
と
の
間
を
往
復
す
る
な

ど
、
航
海
の
経
験
を
積
ん
で
い
き
ま
す
。
江
戸
に

戻
っ
た
際
に
は
、
外
国
奉
行
の
随
員
と
し
て
対
馬

に
行
っ
て
い
ま
す
（
長
崎
ま
で
は
陸
路
）。

　

洋
行
し
た
く
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
条
約
改
正

外
交
団
の
通
訳
に
任
命
さ
れ
た
何
礼
之
（
が　

の

り
ゆ
き
）
の
従
者
と
な
っ
た
1
8
6
3
年
が
、

前
島
密
の
人
生
の
大
き
な
節
目
と
な
り
ま
し
た
。

長
崎
か
ら
横
浜
に
向
か
う
船
が
汽
缶
の
漏
水
に
悩

ま
さ
れ
、
幕
府
の
使
節
団
の
出
航
に
間
に
合
わ

ず
、
失
意
の
う
ち
に
長
崎
に
戻
る
中
で
、
何
か
ら
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英
語
を
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
教
わ
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
の
で
す
。
そ
し
て
長
崎
で
何
の
手
伝
い
を
す
る

中
で
、
合
宿
所
を
開
い
て
薩
摩
藩
等
の
貧
乏
学
生

の
世
話
を
し
た
こ
と
が
縁
と
な
り
、
薩
摩
藩
に
招

へ
い
さ
れ
ま
す
。
当
時
は
巻
退
蔵
を
名
乗
っ
て
い

た
前
島
密
は
、
や
が
て
薩
摩
藩
士
に
召
し
抱
え
ら

れ
る
の
で
す
が
、
薩
摩
の
倒
幕
路
線
に
つ
い
て
い

け
な
か
っ
た
よ
う
で
、
休
職
し
て
江
戸
に
戻
っ
た

際
に
復
職
を
断
る
こ
と
を
決
意
し
、
幕
臣
の
前
島

家
の
養
子
に
な
る
道
を
選
択
し
ま
す
。そ
れ
で
も
、

薩
摩
藩
時
代
に
で
き
た
、
大
久
保
利
通
や
西
郷
隆

盛
と
い
っ
た
明
治
維
新
の
キ
ー
パ
ー
ソ
と
の
人
脈

が
、
駅
逓
頭
就
任
が
36
歳
と
い
う
若
さ
で
大
い
に

活
躍
す
る
う
え
で
役
に
立
っ
た
と
、
み
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
前
島
密
は
、
大
隈
重
信
と

も
接
点
が
あ
り
ま
し
た
。
二
人
と
も
グ
イ
ド
・
フ

ル
ベ
ッ
キ
に
師
事
し
て
い
た
の
で
す
（
前
島
は
主

に
数
学
と
英
語
を
、
大
隈
は
英
語
を
教
わ
っ
た
）。

　

前
島
密
の
経
歴
で
見
落
と
し
て
な
ら
な
い

の
が
、
彼
の
行
政
経
験
で
す
。
前
島
密
は

1
8
6
7
年
に
幕
府
開
成
所
の
数
学
教
授
に
抜

擢
さ
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
手
に
し
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
彼
は
早
々
と
こ
の
ポ
ス
ト
を
捨
て
て
、
新
設

さ
れ
る
神
戸
奉
行
所
管
轄
の
税
関
の
官
吏
を
志
願

し
ま
す
。
末
端
で
構
わ
な
い
と
頑
張
っ
て
、
何
と

か
採
用
さ
れ
た
の
で
す
。
前
島
密
は
英
語
が
で
き

た
の
で
、
翻
訳
な
ど
で
活
躍
の
場
が
あ
っ
た
よ
う



で
す
。
そ
れ
ま
で
彼
は
、
学
問
や
船
の
機
関
学
・

航
海
学
の
蓄
積
は
あ
り
ま
し
た
が
、
行
政
経
験
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
教
授
か
ら
係
長
ク
ラ
ス
へ

の
自
主
降
格
で
し
た
が
、
後
の
徳
川
慶
喜
が
蟄
居

し
た
駿
河
藩
に
お
け
る
奉
行
等
の
経
験
と
相
ま
っ

て
、
前
島
密
が
明
治
政
府
に
お
い
て
財
政
や
郵

便
事
業
の
分
野
で
大
き
な
仕
事
が
で
き
た
土
台
に

な
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
前
島
密
は
渋
沢
栄

一
と
と
も
に
1
8
7
0
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派

遣
さ
れ
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
郵
便
事
業
も
見
分

し
て
い
る
の
で
す
が
、
行
政
経
験
が
あ
る
の
と
無

い
の
と
で
は
、
見
る
と
こ
ろ
が
違
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　

行
政
で
は
、
山
の
よ
う
に
あ
る
デ
ィ
テ
ー
ル
の

詰
め
が
大
事
で
す
。
例
え
ば
、
横
浜
、
神
戸
、
長

崎
お
よ
び
函
館
の
郵
便
局
の
新
築
に
当
た
っ
て

は
、前
島
密
し
か
分
か
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

図
案
お
よ
び
立
地
設
定
を
自
分
で
行
う
な
ど
、
最

初
は
細
か
い
こ
と
ま
で
自
ら
決
め
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。
郵
事
業
が
立
ち
上
が
る
と
、
細
々

と
し
た
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
処
に
追
わ
れ
ま
す
。
例

え
ば
ボ
ロ
布
を
原
料
に
し
た
国
産
の
切
手
用
紙
の

品
質
が
悪
く
て
、
切
手
の
目
打
ち
を
う
ま
く
打
て

な
か
っ
た
と
い
っ
た
問
題
で
す
。
こ
う
し
た
課
題

に
逐
一
対
応
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
税
関
官
吏
や

奉
行
と
し
て
培
っ
た
手
腕
が
大
い
に
役
立
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

図１２　紙質が悪いため、目打ちの抜け悪い旧小判
　　　　切手 1 銭。背景が黒なので、黒インクの消
　　　　印がよくみえないという問題もあった。

　

政
府
に
お
け
る
前
島
密
の
本
務
は
税
制
改
正

だ
っ
た
の
で
、
郵
便
事
業
に
割
け
る
時
間
は
限
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
２
つ
の
重
要
な
職
務
を
見
事
に

こ
な
し
た
前
島
密
に
は
、
並
外
れ
た
マ
ネ
ー
ジ
メ

ン
ト
の
手
腕
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

  

結
び
に
代
え
て
―
―
前
島
密
と

  

本
学
の
若
干
の
接
点
な
ど

　

最
後
に
、
前
島
密
と
本
学
の
若
干
の
接
点
に
つ

い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
上
述
の
と
お
り
前

島
密
は
幕
府
開
成
所
の
数
学
係
に
任
命
さ
れ
ま

し
た
が
、
開
成
所
お
よ
び
後
身
の
大
学
南
校
等

が
1
8
6
3
年
か
ら
1
8
7
3
年
ま
で
立
地
し

た
の
が
、
一
ツ
橋
校
地
で
し
た
。
わ
ず
か
1
年

く
ら
い
の
間
で
す
が
、
前
島
密
が
、
今
日
私
た

ち
が
学
業
に
励
む
こ
の
場
所
で
働
い
て
い
た
の

で
す
。
開
成
所
は
東
京
大
学
の
前
身
の
一
つ
で
、

1
8
7
3
年
に
今
日
の
白
山
通
り
の
向
か
い
側

に
あ
る
神
田
錦
町
に
移
転
し
て
、
後
に
東
京
大
学

に
改
組
さ
れ
ま
す
。

　

幕
末
の
開
成
所
お
よ
び
そ
の
後
身
で
あ
る
開
成

学
校
、
大
学
南
校
等
は
、
外
国
語
の
教
育
な
ど
を

通
じ
て
、多
く
の
人
材
を
世
に
送
り
出
し
ま
し
た
。

貢
進
生
と
い
っ
て
、
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
秀
才
た

ち
が
集
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
岩
倉
使
節
団

の
派
遣
を
具
申
す
る
な
ど
、
明
治
政
府
に
影
響
力

が
あ
っ
た
お
雇
い
外
国
人
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
は
、
大

学
南
校
の
教
頭
で
し
た
。
小
村
寿
太
郎
や
、
本
学

と
関
係
の
あ
る
鳩
山
和
夫(

共
立
女
子
職
業
学
校

第
6
代
校
長
の
鳩
山
春
子
の
夫)

は
、
大
学
南

校
で
学
ん
で
い
ま
し
た
。
一
ツ
橋
校
地
の
歴
史
的

意
義
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
関
係
者
が
ま
と
め

た
詳
し
い
資
料
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し

て
く
だ
さ
い
。

　

大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
な
ど
無
い
時
代
に
、
決
め
ら

れ
た
学
歴
エ
リ
ー
ト
の
出
世
コ
ー
ス
な
ど
存
在
し

な
い
中
で
、
前
島
密
は
長
岡
、
江
戸
、
函
館
、
長

崎
な
ど
に
て
様
々
な
人
材
に
師
事
し
て
、
主
体
的

に
学
ん
で
、大
き
な
仕
事
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

帝
国
大
学
の
卒
業
生
た
ち
が
、
先
進
国
の
中
で
も

最
強
ク
ラ
ス
の
官
僚
機
構
を
形
成
し
、
日
本
の
西
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欧
列
強
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
に
大
き
く
貢
献
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
切
手
の
意
匠
の
事
な
か
れ
主

義
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
弊
害
も
み
ら
れ
ま
す
。
共

立
で
学
ぶ
み
な
さ
ん
は
、
前
島
密
に
倣
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
な
ソ
ー
ス
か
ら
ど
ん
欲
に
知
識
を
吸
収
す

る
、
行
動
的
で
主
体
的
な
学
び
を
目
指
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
既
存
の
シ
ス
テ
ム
が
制
度
疲
労

を
起
こ
し
て
い
る
中
で
の
キ
ャ
リ
ア
の
模
索
と
い

う
意
味
で
、
今
日
の
日
本
と
明
治
維
新
期
は
案
外

似
て
い
る
の
で
す
。

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/tanno/Ichikou%201%20Hitotsubashi%20Campus.pdf


Oliver Twist Goes to the Movies 
(with Roman Polanski, Carol Reed and Walt Disney)

Anthony Mills

 The novel Oliver Twist was 
originally published in serial form 
between 1837 and 1839. In it, the 
author Charles Dickens successfully 
and  g raph i ca l l y  desc r ibes  the 
poverty and squalor of the slums 
and backstreets of contemporary 
Victorian London. He compares this 
with the privileged world of the rich. 
By focusing on these opposing sides 
of British society, Dickens drew the 
attention of his mostly middle-class 
and wealthy readers to an aspect of 
urban life that had remained largely 
ignored by them. By describing the 
conditions in which the poor were 
forced to live, Dickens encouraged 
his readers to examine the injustices 
in society and to begin to improve 
the appalling social conditions that 
existed in British cities. This is a novel 
with a strong and serious social and 
moral message.

 Oliver Twist, the novel’s main character, is born in a workhouse and his unmarried mother 
dies shortly after his birth.  Workhouses were homes for the very poor and for people who could not 
look after themselves, but in fact they were almost like prisons. After his birth, Oliver is sent to a ‘baby 
farm’ for destitute children in the countryside until he is eight years old and then he has to return to the 
horrors of the workhouse. Here, Oliver is almost starved. However, when he dares to ask for more food, 
he is punished and sold into virtual slavery with a coffin maker and undertaker. At the undertaker’s, he 
is again abused and mistreated. He runs away and makes his way to London, where he meets the Artful 
Dodger, a member of a group of young street criminals and pickpockets.  The unscrupulous miser, 
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Fagin, controls this group. Oliver is encouraged to join them. Subsequently, Dickens introduces us to a 
range of carefully-drawn, complex and interesting characters from different parts of London society and 
continues to follow Oliver’s fortunes. The main impressions we gain of London and of Victorian Britain 
are that it was a dirty, corrupt, cruel and squalid place – and the reader also becomes aware of the 
huge gap that existed between those who were at the top end of society and those who suffered at the 
bottom end.  Dickens exposes and condemns the fact that British society at this time was so unfair and 
inhumane.

 Oliver Twist is a British literary classic and it has been made into films and TV series more than 
twenty times. Below, I briefly consider three of the film adaptations.                               

 Oliver Twist (2005) was directed by Roman Polanski. It is a realistic, unsentimental re-telling 
of the story. The city of London is portrayed in the film as Dickens describes it in the novel. It is dark, 
noisy, foul-smelling and polluted. All kinds of corruption are found on its streets and in its slums. The 
characters in the movie are for the most part faithful representations of the characters that Dickens 
describes in the novel. The film received largely positive reviews from critics, although some claimed 
that it lacked passion. It was quite successful with the public.

  Oliver! (1968) was directed by Carol Reed and distributed by Columbia Pictures. It is a musical 
and it was very successful in the year it was released, winning six Academy Awards (Oscars.) It must 
have been rather difficult to recreate the dark, sinister, corrupt atmosphere of the novel in a musical 
with lavish dance routines. Indeed, the film does not succeed in achieving any of the sharp social 
commentary of the original.  In fact, it is for the most part lively and fun.

 Finally, Oliver and Company (1988)was directed by George Scribner. The production company 
was Walt Disney Pictures. The setting is transferred from London in the 1830s to New York in the 
1980s. The characters are mostly anthropomorphised animals, rather than humans. The Artful Dodger, 
for example, has become a streetwise mongrel dog. The members of Fagin’s gang of thieves are also 
dogs. Oliver himself is a small ginger cat. This film is also a musical. Some aspects of the story are 
faithful to the original but much has been left out. The characters are two-dimensional. The social 
commentary, the key feature of the original novel, is missing entirely. Why did Walt Disney Pictures 
decide to ‘adapt’ the Dickens novel in this way? It is an unusual and perplexing decision to have made. 
The resulting film is entertaining and enjoyable in a superficial way, but why did the makers choose to 
use Dickens for their source material? 
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「温泉歴史紀行」　

　
浅沼　かおり

　

映
画
「
空
海
－KU-KAI

－
美
し
き
王
妃
の

謎
」
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
、
あ
る
い
は
夢
枕
獏

の
原
作（『
沙
門
空
海
唐
の
国
に
て
鬼
と
宴
す
』）

を
読
ま
れ
た
方
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

で
な
く
て
も
、
唐
代
の
詩
人
・
白
居
易
（
字
・

楽
天
）
が
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
ロ
マ
ン
ス
を

う
た
っ
た
「
長
恨
歌
」
の
一
節
、

　

春
寒
賜
浴
華
清
池

　
（
春
寒
く
し
て
浴
を
賜
う
華
清
の
池
）

　

温
泉
水
滑
洗
凝
脂

　
（
温
泉
水
滑
ら
か
に
し
て
凝
脂
を
洗
う
）

の
お
か
げ
で
、
中
国
西
安
の
華
清
池
は
日
本
で

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　　

左
下
の
写
真
は
、
楊
貴
妃
が
使
っ
た
と
い
わ

れ
る
「
海
棠
湯
」、
右
下
は
華
清
池
に
立
つ
楊

貴
妃
像
で
あ
る
。

　

何
十
年
も
前
に
初
め
て
華
清
池
の
浴
槽
遺
跡

を
み
た
と
き
に
は
、
湯
屋
が
な
か
っ
た
よ
う
に

思
う
。
そ
の
と
き
は「
露
天
風
呂
だ
っ
た
の
か
」

と
見
当
は
ず
れ
の
感
慨
を
お
ぼ
え
た
。
現
在
は

立
派
な
建
物
が
再
建
さ
れ
、
付
属
の
博
物
館
に

は
、
い
ま
で
も
使
え
そ
う
な
古
代
の
温
泉
管
が

展
示
さ
れ
て
い
る
。
温
泉
フ
ァ
ン
な
ら
ず
と
も

湯
浴
み
し
て
み
た
く
な
る
の
が
人
情
だ
が
、
も

ち
ろ
ん
、
い
に
し
え
の
皇
族
た
ち
の
浴
槽
は
使

わ
せ
て
も
ら
え
な
い
。
観
光
客
用
の
風
呂
は
、

少
な
く
と
も
筆
者
が
訪
れ
た
と
き
は
、（
良
く

な
い
譬
え
だ
が
）
ど
こ
か
公
衆
ト
イ
レ
を
連
想

さ
せ
る
「
個
室
」
タ
イ
プ
だ
っ
た
。
内
部
は
一

体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
ー
不
案
内
な
外
国
人

に
二
の
足
を
踏
ま
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
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ぜ
ひ
伝
説
の
名
湯
を
味
わ
っ
て
み
た
い
と
い

う
人
に
ぴ
っ
た
り
な
の
が
、「
華
清
愛
琴
海
国
際

温
泉
酒
店
」（
上
の
写
真
）
で
あ
る
。「
華
清
」

は
も
ち
ろ
ん
華
清
池
で
あ
る
。「
愛
琴
海
」は
エ
ー

ゲ
海
だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
戦
略
で

あ
ろ
う
。「
酒
店
」
は
中
国
で
は
ホ
テ
ル
を
意
味

す
る
。
2
0
1
8
年
現
在
のHP
に
よ
れ
ば
、

名
泉
「
華
清
池
水
脈
」
に
よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
れ

た
温
泉
で
、
湯
温
は
43
度
、
ハ
マ
ナ
シ
（
ピ
ン

ク
の
バ
ラ
に
似
て
い
る
）、
牛
乳
、
ニ
ガ
ウ
リ
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
養
生
処
方
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
12

の
療
養
温
泉
と
14
の
露
天
風
呂
が
あ
る
。
記
憶

を
た
ど
れ
ば
、
た
し
か
に
湯
船
に
は
、
こ
れ
で

も
か
と
ば
か
り
に
様
々
な
物
体
が
浮
か
ん
で
い

た
。
壮
観
だ
っ
た
の
が
、
お
湯
の
入
れ
替
え
で

あ
る
。
一
つ
一
つ
順
番
に
大
浴
槽
の
銓
が
抜
か

れ
、
温
泉
が
惜
し
げ
も
な
く
放
出
さ
れ
て
い
た
。

衛
生
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
た
。 

水

着
着
用
の
男
女
混
浴
で
、
若
い
女
性
服
務
員
た

ち
が
、
お
風
呂
の
ま
わ
り
に
宮
女
の
よ
う
に
侍

立
し
て
い
た
。（
た
だ
し
日
本
と
違
っ
て
、SPA

エ
リ
ア
は
宿
泊
客
で
も
別
料
金
で
あ
る
。
円
高

の
時
代
で
も
、
一
瞬
や
め
よ
う
か
と
思
う
ほ
ど

高
か
っ
た
。）

　　

華
清
池
は
1
9
3
6
年
の
西
安
事
件
の
舞
台

と
も
な
っ
た
。
一
向
に
埒
が
あ
か
な
い
共
産
党

討
伐
に
苛
立
ち
、
張
学
良
ら
を
叱
咤
激
励
し
に

や
っ
て
来
た
蔣
介
石
は
、
ち
ゃ
っ
か
り
名
湯
に

浸
か
っ
て
い
た
の
だ
。
下
の
写
真
は
、
華
清
池

に
残
る
「
蔣
介
石
浴
室
」
の
解
説
だ
が
、
西
太

后
た
ち
も
、
こ
こ
で
温
泉
浴
を
し
た
と
書
い
て

あ
る
。
西
太
后
は
1
9
0
0
年
の
義
和
団
事

件
の
さ
い
に
、
ほ
う
ほ
う
の
体
で
北
京
を
逃
れ
、

遠
く
西
安
ま
で
落
ち
延
び
た
の
で
あ
る
。

　

蔣
介
石
は
根
っ
か
ら
の
温
泉
好
き
で
あ
っ
た
。

第
2
次
大
戦
後
、
台
湾
は
日
本
を
離
れ
、
中
華

民
国
の
一
部
と
な
っ
た
。
蔣
介
石
は
や
が
て
台

湾
に
拠
点
を
移
す
こ
と
に
な
る
が
、
台
北
郊
外
・

陽
明
山
の
温
泉
に
入
る
の
は
彼
の
日
課
の
よ
う

に
な
っ
た
。
台
湾
中
部
の
「
廬
山
温
泉
」（
下
の

写
真
）
も
蔣
介
石
と
ゆ
か
り
が
深
い
。
日
本
統

治
時
代
に
は「
富
士
温
泉
」と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

1
9
5
0
年
に
蔣
介
石
が
こ
こ
を
訪
れ
て
大
い

に
気
に
入
り
、「
廬
山
温
泉
」と
改
名
し
た
。（
ち

な
み
に
映
画
「
セ
デ
ッ
ク
・
バ
レ
」
で
有
名
に

な
っ
た
モ
ー
ナ
・
ル
ダ
オ
の
村
も
廬
山
温
泉
の

近
く
に
あ
っ
た
。）

　

新
し
い
名
は
、
中
国
江
西
省
の
廬
山
に
ち
な

ん
で
い
る
。
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
景
観
が
廬

山
に
似
て
い
る
と
蔣
介
石
は
感
じ
た
と
い
う
。

大
陸
に
覇
を
唱
え
て
い
た
こ
ろ
、
蔣
介
石
は
、

か
の
名
山
を
熱
愛
し
て
い
た
。
南
京
の
酷
暑
を

逃
れ
て
涼
を
と
る
の
に
、
廬
山
は
ほ
ど
よ
い
距

離
に
あ
っ
た
。
台
湾
の
廬
山
温
泉
も
風
情
の
あ

る
良
い
と
こ
ろ
だ
が
、「
本
物
」
の
廬
山
（
下
の

写
真
）
を
訪
れ
て
愕
然
と
し
た
。
そ
の
雄
大
さ
、

幽
玄
さ
、
名
だ
た
る
文
人
墨
客
た
ち
の
足
跡
・・・

ま
っ
た
く
の
別
物
だ
っ
た
。
蔣
介
石
は
共
産
党

に
敗
れ
て
大
陸
を
追
わ
れ
、
台
湾
に
や
っ
て
来

た
。「
廬
山
」
と
い
う
名
を
つ
け
た
と
き
、
そ
の

脳
裏
に
は
、ど
ん
な
思
い
が
よ
ぎ
っ
た
の
か
。「
大

陸
反
攻
」
の
決
意
を
新
た
に
し
た
の
か
、
落
魄

と
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
た
か
。
は
た
ま
た
「
住

め
ば
都
」
と
腹
を
括
っ
て
、
新
天
地
を
満
喫
す

る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

参
考
資
料
：

鈴
木
浩
大
『
湯
け
む
り
台
湾
紀
行
』
ま
ど
か
出

版
、
2
0
0
7
年

『
台
湾
の
温
泉
＆
ス
パ
』（
旅
名
人
ブ
ッ
ク
ス
）

日
経
Ｂ
Ｐ
企
画
、
2
0
0
8
年

呂
芳
上
主
編
『
蔣
介
石
的
日
常
生
活
』
政
大
出

版
社
、
2
0
1
2
年

http://test.hotelaegean.com
/index.php?m

=c
ontent&c=index&a=lists&catid=14#page37  
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教養としての哲学と法学

阿部　恒久

　

今
年
８
月
に
満
70
歳
を
迎
え
る
私
は
、
人
生
の
大
半

を
「
大
学
」
で
過
ご
し
、
日
本
近
現
代
史
を
専
攻
し
て

き
た
。
そ
ん
な
人
生
を
振
り
返
る
と
、
大
学
１
年
の
と

き
に
教
養
と
し
て
学
ん
だ
哲
学
と
法
学
が
懐
か
し
く
思

い
出
さ
れ
る
。

  

哲
学
と
法
学
は
教
養
課
程
の
授
業
科
目
と
し
て
あ
っ

た
。
そ
の
授
業
を
履
修
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
私
は
岩
波

新
書
な
ど
に
収
録
さ
れ
た
哲
学
や
法
学
の
入
門
書
の
類

を
か
な
り
沢
山
読
ん
だ
。
何
か
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
。

　

哲
学
は
、
自
分
の
人
生
が
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
、

ど
う
生
き
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
い
に
、
自
分
な
り

に
答
え
を
出
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
私
は
、
ジ
ャ
ン
＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
に
そ
の
答
え
を
見
い

出
し
た
。
難
し
い
専
門
的
な
こ
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た

が
、「
投
企
」
と
い
う
言
葉
が
好
き
だ
っ
た
。
法
学
は
、

「
法
と
い
う
も
の
の
見
方
」「
法
の
支
配
」
と
い
う
こ
と

が
新
鮮
で
あ
っ
た
。
社
会
を
見
る
眼
が
開
か
れ
た
思
い

が
す
る
。
歴
史
学
を
専
攻
し
た
と
き
、
そ
れ
は
と
て
も

役
に
立
っ
た
。

  

最
近
、
戦
前
の
1
9
3
7
年
に
刊
行
さ
れ
た
吉
野
源

三
郎
の
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
が
話
題
に
な
っ

た
。
マ
ン
ガ
化
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
同

書
を
読
む
若
者
が
と
て
も
増
え
た
と
い
う
。
良
い
こ
と

だ
。
学
生
は
実
社
会
に
出
る
前
に
大
い
に
「
哲
学
」
し

て
ほ
し
い
。
ま
た
、「
法
学
」
は
女
性
が
生
き
る
上
で
と

て
も
大
切
だ
。
各
種
の
法
・
制
度
に
つ
い
て
の
知
識
と

と
も
に
、
法
と
は
何
か
、
法
の
見
方
を
身
に
つ
け
て
ほ

し
い
。
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
は
大
学
・
短
大
の
１

年
次
く
ら
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
長
い
人
生
に
お
い
て

そ
れ
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
私
は
疑
わ
な
い
。
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ベ ー カ ー ズ フ ィ ー ル ド 国 営 墓 地

アンソレベエーレおじいちゃんの思い出　
その後

石井　久生

　

今
年
の
3
月
上
旬
，
ベ
ー
カ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル

ド
を
訪
れ
た
。
目
的
は
バ
ス
ク
系
牧
羊
企
業
の

現
地
調
査
だ
が
，
前
回
エ
ッ
セ
イ
に
書
い
た
ア

ン
ソ
レ
ベ
エ
ー
レ
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
墓
参
り
も

し
た
か
っ
た
。
前
回
の
エ
ッ
セ
イ
を
未
読
の
方

の
た
め
に
簡
単
に
説
明
す
る
と
，
ア
ン
ソ
レ
ベ

エ
ー
レ
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
バ
ス
ク
か
ら
の
移
民

の
子
孫
で
，
地
元
の
歴
史
家
で
も
あ
る
。
彼
が

ベ
ー
カ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
バ
ス
ク
人
に
つ
い

て
の
本
を
出
版
し
て
い
た
こ
と
か
ら
知
り
合
い
，

現
地
調
査
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
し
か
し

2
年
前
に
突
然
他
界
し
た
。
今
回
出
張
で
訪
れ

た
つ
い
で
に
，
墓
前
で
こ
れ
ま
で
の
お
礼
を
伝

え
た
か
っ
た
。

　

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
国
際
空
港
に
到
着
し
た
の
が

午
前
9
時
ご
ろ
。
車
を
借
り
て
，
約
2
0
0

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
ベ
ー
カ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル

ド
に
到
着
し
た
の
は
正
午
ご
ろ
だ
っ
た
。
3
月

初
め
と
は
い
え
日
中
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
初

夏
の
陽
気
だ
。
乾
燥
の
厳
し
い
サ
ン
フ
ォ
ア
キ

ン
ヴ
ァ
レ
ー
の
南
端
部
に
位
置
す
る
ベ
ー
カ
ー

ズ
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
，
正
午
の
気
温
は
25
℃
近

く
に
達
し
て
い
た
。
そ
の
日
の
朝
に
出
発
し
た

直
前
の
調
査
地
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
の
エ
ル
コ
で
は
，

早
朝
の
気
温
が
氷
点
下
15
℃
だ
っ
た
の
で
，
あ

ま
り
の
気
温
差
に
め
ま
い
が
し
た
。

　　

郊
外
の
牧
羊
企
業
で
聞
き
取
り
調
査
を
済
ま

せ
，
予
約
し
て
い
た
ホ
テ
ル
に
到
着
す
る
と
，

ロ
ビ
ー
に
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
友
人
2
人
が

待
っ
て
い
た
。
両
名
と
も
に
お
じ
い
ち
ゃ
ん
よ

り
少
々
若
い
70
歳
代
と
推
測
さ
れ
る
紳
士
で
，

バ
ス
ク
人
だ
っ
た
。
彼
ら
と
は
今
回
の
調
査
前

か
ら
連
絡
を
取
り
合
っ
て
お
り
，
こ
の
日
の
夕

食
を
約
束
し
て
い
た
。
向
か
っ
た
の
は
地
元
の

バ
ス
ク
レ
ス
ト
ラ
ンW

ool Grow
ers

だ
っ
た
。

こ
こ
は
も
と
も
と
羊
毛
生
産
者
組
合
の
併
設
食

堂
だ
っ
た
が
，
こ
の
地
域
の
牧
羊
業
や
羊
毛
生

産
業
は
バ
ス
ク
人
の
寡
占
状
態
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
，
組
合
併
設
の
食
堂
も
必
然
的
に
バ
ス
ク

レ
ス
ト
ラ
ン
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は

組
合
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
の
，
伝
統
的
バ

ス
ク
料
理
が
安
価
で
大
量
に
堪
能
で
き
る
た
め
，

バ
ス
ク
人
の
み
な
ら
ず
地
元
市
民
か
ら
も
高
い

評
価
を
得
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
に
と
お
さ
れ
着

席
す
る
と
間
も
な
く
，い
く
つ
も
の
料
理
が
テ
ー

ブ
ル
を
埋
め
た
。
食
事
を
と
り
な
が
ら
お
じ
い

ち
ゃ
ん
の
思
い
出
話
し
に
花
が
咲
い
た
。
お
じ

い
ち
ゃ
ん
の
死
が
あ
ま
り
に
突
然
で
あ
っ
た
こ

と
，
ご
婦
人
は
一
時
期
落
ち
込
ん
で
い
た
が
現

在
で
は
立
ち
直
っ
て
い
る
こ
と
，
お
孫
さ
ん
た

ち
も
成
長
し
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
な
ど
，
友

人
ら
か
ら
こ
と
細
か
に
説
明
が
あ
っ
た
。
私
と

し
て
は
ご
遺
族
が
元
気
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
だ
け
で
も
満
足
だ
っ
た
。

　　

こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
調
査
で
来
訪
す
る
た
び

に
立
ち
寄
っ
て
い
る
が
，
今
回
こ
れ
ま
で
食
べ

た
こ
と
の
な
い
料
理
が
出
て
き
た
。
動
物
の
ど

こ
か
の
部
位
を
ワ
イ
ン
で
煮
込
ん
だ
も
の
の
よ

う
で
あ
っ
た
が
，
質
問
し
て
帰
っ
て
き
た
答
え

は
，な
ん
と
「
子
羊
の
睾
丸
の
ワ
イ
ン
煮
」
だ
っ

た
。
ベ
ー
カ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
長
距
離
移
牧

の
冬
の
滞
留
地
で
あ
り
，
冬
の
終
わ
り
に
雌
羊

は
こ
の
地
で
出
産
す
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

子
羊
に
は
長
め
の
尻
尾
が
つ
い
て
い
る
の
だ
が
，

そ
の
尻
尾
は
だ
ら
り
と
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
だ

け
で
虫
を
追
い
払
う
よ
う
な
機
能
は
な
い
う
え

に
，
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
フ
ン
が
付
着
し

て
感
染
症
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
い
う
理
由
で
，

す
べ
て
の
子
羊
は
生
後
間
も
な
く
尻
尾
を
切
り

落
と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
残
酷
に
思
え
る

     25

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academics/undergraduate/kokusai/act/detail.html?id=63


墓地の草むら「毒ヘビ注意」

の
だ
が
，
さ
ら
に
大
部
分
の
雄
羊
は
生
ま
れ
て

間
も
な
く
睾
丸
を
切
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

成
長
し
た
雄
羊
の
肉
は
独
特
の
匂
い
を
発
す
る

た
め
に
食
用
肉
に
は
向
か
ず
，
そ
の
た
め
ひ
と

握
り
の
種
付
け
用
の
雄
を
除
い
て
す
べ
て
去
勢

さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
去
勢
さ
れ
た
子
羊

の
睾
丸
は
こ
の
季
節
限
定
で
入
手
で
き
る
が
，

市
場
に
一
般
に
出
回
る
よ
う
な
食
材
で
は
な
く
，

牧
羊
に
従
事
す
る
バ
ス
ク
人
の
間
だ
け
で
こ
の

季
節
限
定
で
食
さ
れ
て
き
た
。
い
う
な
れ
ば
こ

の
料
理
は
ベ
ー
カ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
バ
ス
ク

人
に
と
っ
て
の
「
春
の
味
覚
」
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
う
ん
ち
く
を
聞
き
な
が
ら
ほ
お
ば
っ

た
子
羊
の
睾
丸
は
か
す
か
に
ほ
ろ
苦
く
，
確
か

に
春
の
味
が
し
た
。

　　

食
事
を
共
に
し
た
1
人
が
翌
日
お
じ
い
ち
ゃ

ん
の
お
墓
ま
で
同
行
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
翌
朝
，
ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
で
彼
に
再
会

す
る
と
，
彼
の
車
で
墓
地
に
向
か
っ
た
。
ベ
ー

カ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
市
街
地
の
外
に
は
，
家

畜
用
飼
料
と
な
る
ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
の
畑
や
，

オ
レ
ン
ジ
や
ナ
ッ
ツ
類
の
果
樹
園
が
広
が
る
。

そ
の
間
を
ぬ
う
よ
う
に
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
友
人

の
車
は
走
っ
た
。
車
で
30
分
ほ
ど
走
り
，
墓
地

に
到
着
し
た
。
戦
没
者
慰
霊
施
設
も
兼
ね
た
国

営
墓
地
だ
っ
た
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
朝
鮮
戦
争

に
従
軍
し
た
こ
と
が
縁
で
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た

そ
う
だ
。
墓
地
は
う
ね
う
ね
と
起
伏
す
る
丘
陵

地
の
中
腹
に
位
置
し
て
い
た
。
同
じ
よ
う
な
大

き
さ
の
白
い
墓
標
が
整
然
と
並
ん
だ
墓
地
だ
っ

た
。
探
す
の
が
さ
ぞ
や
大
変
だ
ろ
う
と
心
配
し

た
が
，
墓
地
検
索
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
そ
う
で
，

管
理
棟
の
入
り
口
に
置
か
れ
た
検
索
用PC

に

名
前
を
入
力
し
た
ら
，
瞬
時
に
位
置
と
番
地
が

表
示
さ
れ
た
。
そ
れ
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
も
と
へ
向
か
っ
た
。
墓
標
に

は
難
な
く
行
き
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
新
し
く

小
綺
麗
で
は
あ
る
が
，
小
さ
く
て
物
悲
し
い
印

象
の
墓
標
だ
っ
た
。
墓
標
の
前
に
し
ゃ
が
み
こ

み
，
手
を
合
わ
せ
目
を
閉
じ
，
た
む
け
る
言
葉

を
さ
が
し
た
。
脳
裏
に
は
，
お
じ
い
ち
ゃ
ん
，

ご
夫
人
，
お
孫
さ
ん
，
そ
の
他
お
じ
い
ち
ゃ
ん

の
お
陰
で
出
会
う
こ
と
の
で
き
た
ベ
ー
カ
ー
ズ

フ
ィ
ー
ル
ド
や
バ
ス
ク
地
方
の
人
々
の
顔
の
イ

メ
ー
ジ
が
次
々
と
浮
か
ん
で
は
消
え
た
。
し
か

し
，
言
葉
と
し
て
は
「
お
世
話
に
な
り
あ
り
が

と
う
」
と
い
っ
た
簡
単
な
お
礼
し
か
浮
か
ん
で

こ
な
か
っ
た
。
手
を
合
わ
せ
て
い
た
の
は
１
分

ほ
ど
だ
っ
た
と
思
う
。
目
を
開
き
立
ち
上
が
る

と
，
後
ろ
で
私
を
眺
め
て
い
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん

の
友
人
が
，「
も
う
い
い
の
か
？
」
と
驚
い
て
い

た
。
こ
ち
ら
で
は
墓
前
で
長
々
と
語
ら
う
の
が

一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
が
，私
は「
あ
り
が
と
う
」

を
伝
え
ら
れ
た
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
。

　

墓
参
り
を
済
ま
せ
墓
地
の
周
辺
を
歩
い
て
い

た
と
こ
ろ
，
草
む
ら
に
立
て
ら
れ
た
看
板
に
驚

い
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
生
き
物
は
ガ
ラ
ガ
ラ

ヘ
ビ
，「
毒
ヘ
ビ
注
意
」
の
看
板
だ
。
こ
れ
ま
で

毒
ヘ
ビ
の
存
在
な
ど
気
に
す
る
こ
と
も
な
く
羊

飼
い
ら
と
荒
野
を
歩
い
て
い
た
の
で
身
震
い
が

し
た
。
毒
ヘ
ビ
は
確
か
に
物
騒
で
は
あ
る
が
，

時
に
神
の
使
い
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
た
り
，
信

仰
の
対
象
と
な
っ
た
り
も
す
る
。
こ
こ
か
ら
そ

れ
ほ
ど
遠
く
も
な
い
現
在
の
メ
キ
シ
コ
中
央
高

地
に
か
つ
て
栄
え
た
ア
ス
テ
カ
で
は
，
ヘ
ビ
の

姿
を
し
た
神
ケ
ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
は
人
々
に
豊

穣
と
文
明
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
崇
め
ら
れ

た
。
こ
こ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
ガ
ラ
ガ
ラ
ヘ
ビ

が
有
難
い
も
の
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
は
知
ら
な
い
が
，
せ
め
て
お
じ
い
ち
ゃ
ん

が
安
ら
か
に
眠
れ
る
よ
う
守
っ
て
や
っ
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
。
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君
く ん し

子は厨
ちゅうぼう

房を遠
と お

ざく
『孟

もうし

子』梁
りょう

恵
け い

王
お う

章句・下

宇野　直人

　
中
国
、
戦
国
時
代
の
思
想
家
孟
子
（
前
三
七
二

～
前
二
八
九
）
の
言
葉
で
、「
君
子
（
り
っ
ぱ
な

人
）
は
料
理
場
に
は
近
づ
か
な
い
」
と
い
う
意
味
。

し
ば
し
ば
“
男
は
料
理
場
に
入
る
も
の
で
は
な
い
。

料
理
は
女
の
仕
事
だ
”
と
い
う
意
味
に
取
ら
れ
ま

す
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
す
。
こ
の
言

葉
は
、
り
っ
ぱ
な
人
は
情
愛
も
た
い
へ
ん
深
い
こ

と
を
説
い
た
文
脈
の
中
に
出
て
来
る
も
の
で
、
生

き
も
の
が
殺
さ
れ
、
料
理
さ
れ
る
現
場
を
見
る

に
忍
び
な
い
か
ら
こ
そ
、
彼
は
料
理
場
に
近
づ

け
な
い
の
で
す
。
武
者
小
路
実
篤
の
『
幸こ

う

福ふ
く

者も
の

』

に
“
鰻う

な
ぎは

生
き
た
ま
ま
調
理
さ
れ
、
そ
の
方
法
は

と
て
も
残
酷
だ
。
何
と
か
鰻
が
少
し
で
も
苦
し

ま
な
い
や
り
方
は
な
い
も
の
か
”
と
い
う
意
味
の

一
説
が
あ
り
ま
す
が
、
孟
子
の
語
の
趣
旨
と
よ
く

似
て
い
ま
す
。
人
は
み
な
、
生
き
も
の
を
食
べ
な

く
て
は
生
き
て
ゆ
か
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
へ

の
心
の
痛
み
は
失
い
た
く
な
い
も
の
で
す
。
大
切

な
の
は
、
生せ

い

あ
る
も
の
を
食
糧
と
し
て
生
き
て
い

る
人
間
が
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
ゆ
く

の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
孟
子
や
実
篤

が
言
い
た
い
の
は
、
実
は
こ
の
こ
と
な
の
で
す
。

　
中
国
の
名
言
や
史
実
に
は
、
他
に
も
、
誤
解
さ
れ

た
り
歪ゆ

が
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
何
も
中
国
に
限
ら
ず
、
私
た
ち
の
身

の
回
り
に
も
、
偏
見
や
先
入
観
で
歪
め
ら
れ
て
い
る

物
事
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
歪
み
を
取

り
除
き
、
真
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
る
方
法
を

探
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
心
の
習
慣
を
養
う
こ
と
―

―
こ
れ
も
ま
た
、
大
学
で
学
ぶ
べ
き
重
要
な
こ
と
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ゃ
の
こ
う
じ
さ
ね
あ
つ
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韓国と私、そして「ドラマで韓国現代史
を学ぶ：感動の韓国ドラマお勧め 10 作品」　
　　　　

河内　優子

　

私
は
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
約
10
年
間
、
山
口
県

下
関
市
で
育
ち
ま
し
た
。
高
校
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
の
写

真
は
、
関
釜
フ
ェ
リ
ー
関
係
者
が
同
級
生
に
い
た
こ
と

か
ら
、
特
別
に
フ
ェ
リ
ー
船
内
で
撮
影
し
た
思
い
出
が

あ
り
ま
す
。
朝
鮮
戦
争
休
戦
後
の
冷
戦
時
代
、
朴
正
熙

政
権
下
の
韓
国
と
日
本
を
結
ぶ
こ
の
船
に
は
、「
有
事
の

際
に
戦
車
が
運
ば
れ
る
！
」
と
の
噂
話
を
、
当
時
は
よ

く
耳
に
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
名
優
松
田
優
作
を
輩
出

し
た
町
な
ら
で
は
の
特
殊
地
域
的
問
題
の
残
像
も
、
薄

れ
ゆ
く
生
活
シ
ー
ン
の
記
憶
の
中
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が

ら
残
っ
て
い
ま
す
。

　

1
9
6
0
年
代
後
半
以
降
、
韓
国
は
「
漢
江
の
軌
跡
」

と
も
称
さ
れ
る
驚
異
的
な
経
済
成
長
を
遂
げ
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
を
推
進
し
た
強
権
政
治
に
よ
り
、
韓
国
国

内
に
は
過
酷
な
抑
圧
的
社
会
状
況
が
広
が
り
ま
し
た
。

1
9
8
0
年
の
光
州
事
件
は
、
そ
の
時
代
の
状
況
を
象

徴
す
る
、
現
代
韓
国
史
上
、
朝
鮮
戦
争
以
後
最
大
の
悲

劇
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
軍
隊
が
民
主
化
を
求
め
る
学
生

や
市
民
に
発
砲
し
た
の
で
す
。
死
者
、
行
方
不
明
者
合

わ
せ
て
犠
牲
者
は
6
0
0
人
以
上
に
達
し
た
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

下
関
か
ら
わ
ず
か
4
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
神
戸
ま

で
と
ほ
ぼ
同
じ
距
離
）
の
地
で
起
き
た
惨
劇
で
し
た
。

私
が
23
歳
、
大
学
院
に
入
り
た
て
の
頃
の
こ
と
で
す
。

私
は
世
界
経
済
論
ゼ
ミ
で
世
界
各
国
の
開
発
独
裁
に
つ

い
て
議
論
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
10
代
で
歌
っ
て
い
た

反
戦
フ
ォ
ー
ク
の
世
界
か
ら
大
き
く
シ
フ
ト
し
、
中
島

み
ゆ
き
、
ユ
ー
ミ
ン
、
オ
フ
コ
ー
ス
な
ど
、J-POP

に

興
じ
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
当
時
、
大

学
院
で
韓
国
出
身
の
裕
福
な
私
費
留
学
生
が
ゼ
ミ
に
同

席
し
、「
次
は
ア
メ
リ
カ
留
学
」
と
言
っ
て
い
た
の
も
記

憶
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
彼
の
口
か
ら
、
こ
の
事
件

に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

私
が
こ
の
事
実
を
知
っ
た
の
は
随
分
と
年
月
が
経
っ

て
か
ら
で
し
た
。
韓
国
政
府
に
よ
り
強
力
な
報
道
統
制

が
敷
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
光
州
事
件
は
、
私
に
と
っ

て
「
近
く
て
遠
い
国
」
韓
国
を
最
も
強
く
実
感
し
た
出

来
事
と
な
り
ま
し
た
。
以
来
、
私
は
韓
国
に
対
し
、
言

い
よ
う
の
な
い
わ
だ
か
ま
り
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
無
関
心
ゆ
え
の
「
知
ら
な
い
」、「
知
ら
な
い
」

た
め
の
無
理
解
・
誤
解
と
摩
擦
。「
隣
人
」
を
「
知
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
自
体
、
看
過
し
が
た
い
問
題
と
思
う

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

　

と
は
い
え
韓
国
は
、
1
9
8
8
年
に
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
催
、
1
9
9
6
年
に
は
「
先
進
国
ク
ラ
ブ
」

OECD

加
盟
を
実
現
し
、
名
実
と
も
に
先
進
国
の
仲
間

入
り
を
果
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
1
9
9
7
年
のIM

F

（
国
際
通
貨
基
金
）
危
機
を
乗
り
越
え
、
抜
本
的
構
造
改

革
を
果
た
し
た
2
0
0
0
年
代
、
い
わ
ゆ
る
「
選
択
と

集
中
」に
よ
る
財
閥
系
企
業
の
特
化
が
、サ
ム
ス
ン
電
子
、
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（
主
要
な
年
代
）　

　

■
キ
ー
ワ
ー
ド　
　

 

　

＊
主
題
歌
、
も
し
く
は
主
要
な
挿
入
歌

１
．
悲
し
き
恋
歌
（M

BC

：
2
0
0
5
年
）　

全
20
話

監
督
・
演
出
：
ユ
・
チ
ョ
リ
ョ
ン

脚
本
：
イ
・
ソ
ン
ウ
ン

主
演
：
ク
ォ
ン
・
サ
ン
ウ
（
少
年
期
：
ユ
ン
・
ス
ン
ホ
）、

　
　
　

キ
ム
・
ヒ
ソ
ン

（
1
9
7
0
～
90
年
代
）　

■
富
裕
層
の
ア
メ
リ
カ
留
学
、米
軍
基
地
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、

戦
争
花
嫁
、
貧
困
と
裏
社
会
、
音
楽
産
業

＊
ユ
ン
・
ゴ
ン
「
恋
を
す
る
な
ら
」

＊
キ
ム
・
ヒ
ソ
ン
「L-O-V-E

」

２
．
ご
め
ん
、
愛
し
て
る
（KBS

：
2
0
0
4
年
） 

全
16
話

演
出
：
イ
・
ヒ
ョ
ン
ミ
ン

脚
本
：
イ
・
ギ
ョ
ン
ヒ

主
演
：
ソ
・
ジ
ソ
ブ
、
イ
ム
・
ス
ジ
ョ
ン

（
1
9
9
0
年
代
）

■
韓
国
か
ら
の
海
外
（
豪
州
）
養
子
縁
組
、肉
親
捜
し
（
テ

レ
ビ
「
尋
ね
人
」
コ
ー
ナ
ー
）、
母
と
子
、
臓
器
移
植

＊
パ
ク
・
ヒ
ョ
シ
ン
「
雪
の
華
」

 「
ド
ラ
マ
で
韓
国
現
代
史
を
学
ぶ
：

   

感
動
の
韓
国
ド
ラ
マ
お
勧
め
10
作
品
」

な
り
ま
し
た
。か
く
言
う
私
も
、ド
ラ
マ
を
入
口
と
し
て
、

現
在
、
第
２
次
韓
流
ブ
ー
ム
真
っ
た
だ
中
に
「
ハ
マ
り
」

込
ん
で
い
る
一
人
で
す
。

　

そ
れ
ら
ド
ラ
マ
の
中
で
も
、
私
が
最
も
「
ハ
マ
る
」

ド
ラ
マ
に
は
共
通
し
た
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
、
社
会
的
背
景
が
ク
リ
ア
に
描

か
れ
、
な
お
か
つ
そ
こ
で
の
人
間
模
様
に
必
然
性
を
感

じ
つ
つ
感
動
に
浸
れ
る
作
品
で
す
。
ド
ラ
マ
の
世
界
に

自
己
投
影
し
、
情
感
を
共
有
す
る
・
・
・
そ
の
時
空
を

超
え
た
共
感
は
、
強
い
感
動
と
と
も
に
他
の
国
を
、
他

者
を
「
知
り
」、
理
解
す
る
道
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
見
終
え
た
時
の
充
実
感
を
重
ね
て
い
く
う

ち
に
、
な
ぜ
か
「
隣
人
」
を
少
し
ず
つ
「
知
る
」
こ
と

が
で
き
た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

今
回
は
以
下
、
韓
国
の
現
代
史
が
背
景
と
し
て
ク
リ

ア
に
描
か
れ
た
、
私
の
お
勧
め
ド
ラ
マ
10
作
品
を
ご
紹

介
し
ま
す
。
現
代
史
に
焦
点
を
当
て
た
の
は
、
私
た
ち

の
「
隣
人
」
の
、
ま
ず
は
少
な
く
と
も
人
間
一
世
代
分

の
歴
史
を
少
し
で
も
「
知
り
」、
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
き

た
い
か
ら
で
す
。
感
動
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
美
し
い

映
像
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
。
す
べ
て
完
成
度
の
高
い
秀
作
ぞ

ろ
い
で
す
。
そ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
、「
隣
人
」
の

国
、
韓
国
現
代
史
の
厳
し
い
現
実
を
学
ん
で
く
だ
さ
い
。

ヒ
ュ
ン
ダ
イ
自
動
車
と
い
っ
た
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
課

題
山
積
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
も
韓
国
経
済
を
良
く
も

悪
く
も
牽
引
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
2
0
0
0
年
代
、
日
本
に
突
然
、
韓
国
と
の
国

際
文
化
交
流
の
風
が
吹
き
始
め
始
め
ま
す
。
2
0
0
3

年
、NH

K

・BS

で
韓
国
ド
ラ
マ
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」、
そ

の
後
「
チ
ャ
ン
グ
ム
の
誓
い
」
が
放
送
さ
れ
、
美
し
い

映
像
・
音
楽
と
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
引
き
こ
ま

れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
中
高
年
女
性
を
中
心
に
魅
了

し
て
い
き
ま
し
た
。
第
1
次
韓
流
ブ
ー
ム
で
す
。
続
く

2
0
1
0
年
代
に
はK-POP

ブ
ー
ム
が
加
わ
り
、
若
年

層
と
中
高
年
層
の
両
極
で
ド
ラ
マ
・
音
楽
が
相
乗
効
果

を
放
つ
新
た
な
ブ
ー
ム
と
し
て
、
今
や
韓
国
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
は
全
面
開
花
の
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。

第
２
次
韓
流
ブ
ー
ム
の
時
代
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

韓
国
で
は
、
早
く
は
1
9
9
0
年
代
中
頃
か
ら
今
日

に
至
る
ま
で
、
少
な
く
と
も
10
数
話
、
大
抵
は
20
話
以

上
続
く
ハ
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
の
中
・
長
編
ド
ラ
マ
が
か
な

り
の
頻
度
で
制
作
・
放
送
さ
れ
て
お
り
、
２
、３
時
間
完

結
の
映
画
で
は
到
底
な
し
え
な
い
視
聴
者
の
強
い
感
情

移
入
（
い
わ
ゆ
る
「
ハ
マ
り
」
現
象
）
を
可
能
に
し
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
数
多
く
の
韓
国
ド
ラ
マ
が
、
韓
流

ブ
ー
ム
に
の
り
、
日
本
で
も
次
々
と
放
送
・
配
信
さ
れ
、

あ
る
い
は
レ
ン
タ
ル
等
で
気
軽
に
視
聴
で
き
る
よ
う
に
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３
．
砂
時
計
（SBS

：
1
9
9
5
年
）
全
24
話

演
出
：
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ハ
ク

脚
本
：
ソ
ン
・
ジ
ナ

主
演
：
チ
ェ
・
ミ
ン
ス
、
コ
・
ヒ
ョ
ン
ジ
ョ
ン
、

           

パ
ク
・
サ
ン
ウ
ォ
ン

（
1
9
7
0
～
90
年
代
）

■
光
州
事
件
、
民
主
化
運
動
、
政
財
界
と
裏
組
織
と
の
癒
着
、

カ
ジ
ノ
、（
光
州
事
件
実
映
像
韓
国
初
公
開
）

＊Losif Kobzon

「Zhuravli
（
白
鶴
）」

４
．
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン70’S

（SBS

：
2
0
0
5
年
）
全
28
話

監
督
：
イ
・
ジ
ェ
ギ
ュ
、
演
出
：
イ
・
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ

脚
本
：
チ
ョ
ン
・
ソ
ン
ヒ

主
演
：
イ
・
ヨ
ウ
ォ
ン
、
チ
ュ
・
ジ
ン
モ
、

　
　
　

キ
ム
・
ミ
ン
ジ
ョ
ン

（
1
9
5
0
～
70
年
代
）

■
朝
鮮
戦
争
、
戦
地
慰
問
団
、
米
韓
軍
事
体
制
、
韓
国
繊
維
産

業
の
成
長
、
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
か
ら
大
衆
既
製
服
の
時
代
へ

＊Fly to the Sky

「
胸
が
痛
く
て
も
」

５
．
神
話
（SBS

：
2
0
0
1
年
）
全
16
話

監
督
：
チ
ェ
・
ユ
ン
ソ
ク

演
出
：
チ
ェ
・
ユ
ン
ソ
ク
、 

キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ハ
ク

脚
本
：
キ
ム
・
ヨ
ン
ヒ
ョ
ン

主
演
：
キ
ム
・
ジ
ス
、
キ
ム
・
テ
ウ
、
パ
ク
・
ジ
ョ
ン
チ
ョ
ル

（
1
9
7
0
～
80
年
代
）

■
軍
事
独
裁
政
権
、
大
統
領
暗
殺
事
件
、
民
主
化
運
動
、
電
子

産
業
ベ
ン
チ
ャ
ー
第
１
世
代
、
女
性
ロ
ビ
イ
ス
ト

＊Nana M
ouskouri

「Over and Over

」

９
．
グ
ッ
キ( M

BC

、
1
9
9
9
年)

全
20
話

演
出
：
イ
・
ス
ン
リ
ョ
ル
、
イ
・
ジ
ュ
フ
ァ
ン

脚
本
：
チ
ョ
ン
・
ソ
ン
ヒ

主
演
：
キ
ム
・
ヘ
ス

(

1
9
3
0
～
60
年
代)

■
対
日
独
立
運
動
、
敗
戦
後
の
日
本
軍
と
韓
国
資
本
家
と
の
取

引
、
三
白
景
気
と
菓
子
製
造
業
、
女
性
企
業
家
の
サ
ク
セ
ス
ス

ト
ー
リ
ー

＊
ペ
・
ジ
ュ
ウ
ン
「
美
し
き
時
代
」

10
．
オ
ー
ル
イ
ン （SBS

、
2
0
0
3
年
）
全
24
話

演
出
：
ユ
・
チ
ョ
リ
ョ
ン

脚
本
：
チ
ュ
・
ワ
ン
ギ
ュ

主
演
：
イ
・
ビ
ョ
ン
ホ
ン
、
ソ
ン
・
ヘ
ギ
ョ
ン
、
チ
ソ
ン

（
1
9
7
0
～
90
年
代
）

■
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
、
ホ
テ
ル
経
営
と
カ
ジ
ノ
ビ
ジ
ネ
ス
、
ラ
ス

ベ
ガ
ス
、
済
州
島
リ
ゾ
ー
ト
開
発
、
修
道
院

＊
パ
ク
・
ヨ
ン
ハ
「
初
め
て
出
逢
っ
た
日
の
よ
う
に
」

６
．
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
（SBS

：
2
0
1
0
年
）　

全
60
話

演
出
：
ユ
・
イ
ン
シ
ク
、
イ
・
チ
ャ
ン
ミ
ン

脚
本
：
チ
ャ
ン
・
ヨ
ン
チ
ョ
ル

主
演
：
イ
・
ボ
ム
ス
、
パ
ク
・
ジ
ニ

(

1
9
7
0
～
80
年
代)

■
軍
・
政
・
財
・
裏
社
会
の
癒
着
と
権
力
構
造
、
漢
南
開
発
、

不
動
産
・
建
設
業
界
と
政
界
、（
イ
・
ミ
ョ
ン
バ
ク
元
大
統
領

モ
デ
ル
説
？
）

＊
キ
ム
・
ボ
ム
ス
「Loving You

」

７
．
エ
デ
ン
の
東
（M

BC

、 
2
0
0
8
～
2
0
0
9
年
）

全
56
話

演
出
：
キ
ム
・
ジ
ン
マ
ン

脚
本
：
ナ
・
ヨ
ン
シ
ク

主
演
：
ソ
ン
・
ス
ン
ホ
ン
、
ヨ
ン
・
ジ
ョ
ン
フ
ン
、
イ
・
ダ
ヘ

（
1
9
6
0
～
90
年
代
）

■
炭
鉱
労
働
運
動
、カ
ジ
ノ
、韓
国
資
本
と
マ
カ
オ
・
ベ
ト
ナ
ム
・

日
本
裏
組
織
の
国
際
化

＊SG W
annabe

＋
「
運
命
に
逆
ら
っ
て
」

８
．
ロ
ー
ド
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
（M

BC

、
2
0
1
0
年
）
全
20
話

監
督
：
イ
・
ジ
ャ
ン
ス
、
キ
ム
・
ジ
ン
ミ
ン

脚
本
：
フ
ァ
ン
・
ジ
フ
ン

主
演
：
ソ
・
ジ
ソ
ブ
、
キ
ム
・
ハ
ヌ
ル

（
1
9
4
0
年
代
～
近
年
）

■
朝
鮮
戦
争
と
人
間（
家
族
、恋
人
、友
人
）の
運
命
、戦
争
孤
児
、

少
年
兵
、（
朝
鮮
戦
争
開
戦
60
周
年
特
別
番
組
）

＊
フ
ァ
ニ
「
風
に
な
っ
て
も
」
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インターネットで学ぶ英語

阿部　圭子
　

昨
年
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
学
ぶ
ニ
ュ
ー
ス
の
英

語
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
模
擬
授
業
を
行

な
い
ま
し
た
。
そ
の
際
に
受
験
生
だ
け
で

な
く
ご
両
親
も
含
め
、
予
想
以
上
の
多
く

の
方
々
に
授
業
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
の
リ
レ
ー
エ
ッ
セ

イ
で
は
そ
の
時
の
情
報
を
元
に
お
勧
め
の

英
語
の
サ
イ
ト
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
．New
s in Levels

https://w
w

w
.new

sinlevels.
com

/?s=hurdle

　

こ
の
サ
イ
ト
で
は
世
界
の
最
新
の

ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
を
レ
ベ
ル
１
～
レ
ベ

ル
３
の
難
易
度
に
応
じ
た
英
語
の
字
幕

と
音
声
で
説
明
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
実
際
の
ニ
ュ
ー
ス
の
動
画
を
観
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
同
じ
内
容
を
異
な
っ

た
レ
ベ
ル
の
英
語
解
説
を
聴
く
こ
と
で

内
容
に
つ
い
て
徐
々
に
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
同
じ
こ
と
を

表
現
す
る
の
に
異
な
る
レ
ベ
ル
の
言
い

回
し
を
学
習
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

２
．ABC

ニ
ュ
ー
ス
シ
ャ
ワ
ー

http://w
w

w
6

.nhk.or.jp/
kokusaihoudou/abcns/index.
htm

l　

　　

NH
K

・BS1

の
ワ
ー
ル
ド
ワ
ッ
チ
ン

グ
の
中
のABC

ニ
ュ
ー
ス
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
視
聴
で
き
ま
す
。
最
新
の

ニ
ュ
ー
ス
を
1
回
目
は
英
語
字
幕
付
き
、

2
回
目
は
日
本
語
訳
の
字
幕
付
き
、
3

回
目
は
字
幕
無
し
、
4
回
目
は
英
語
字

幕
付
き
と
4
回
繰
り
返
し
て
観
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
字
幕
対
訳
と
キ
ー

ワ
ー
ド
解
説
も
あ
り
、
わ
か
り
や
す
い

で
す
。

３
．TED

h
ttp

s://w
w

w
.ted

.co
m

/
talks?language=ja

　

NH
K

・
E
テ
レ
の
「
ス
ー
パ
ー
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
も
紹
介
さ
れ
た

TED

（Technology Entertainm
ent 

Design

）
の
ス
ピ
ー
チ
集
がYou Tube

で
観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
米

国
の
非
営
利
団
体
が
主
催
し
て
い
る
も

の
で
、
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
、
ア
ル
・
ゴ
ア

や
ミ
シ
ェ
ル
・
オ
バ
マ
な
ど
の
著
名
人

も
登
場
し
て
い
ま
す
。
人
々
に
と
っ
て

有
益
な
考
え
を
広
め
よ
う
と
い
う
こ
と

を
目
的
に
ア
メ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
て
い

る
カ
ン
フ
ァ+

レ
ン
ス
で
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
の
動
画
ア
ー
カ
イ
ブ
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
英
語
字
幕
付
き

や
日
本
語
訳
の
字
幕
付
き
で
観
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　　

そ
の
中
で
も
プ
リ
ツ
カ
ー
賞
を
受
賞

し
た
段
ボ
ー
ル
を
素
材
に
し
た
日
本
人

建
築
家
の
坂
茂
（
ば
ん　

し
げ
る
）
さ
ん

の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（Em

ergency 
shelters m

ade from
 paper

）
は
ユ
ー
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モ
ア
に
溢
れ
、
一
見
の
価
値
が
あ
り
ま

す
。　

https://w
w

w
.ted.com

/talks/
shigeru_ban_em

ergency_shelters_
m

ade_from
_paper

　

そ
の
他
、
他
大
学
で
非
常
勤
講
師
を

し
て
い
た
時
に
中
国
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

ド
イ
ツ
語
の
非
常
勤
講
師
の
先
生
方
と

お
話
し
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
ぞ
れ
の
語
学
の
先
生
方
か
ら
ご
推
薦

い
た
だ
い
た
の
はNH

K

の
語
学
番
組
で

し
た
。
英
語
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
を

お
勧
め
し
た
い
で
す
。
現
在
は
番
組
内

容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
再
度
観
る
こ

と
も
可
能
な
の
で
、
番
組
の
視
聴
に
併

せ
て
サ
イ
ト
を
利
用
す
る
と
さ
ら
に
勉

強
に
な
り
ま
す
。

　　

番
組
の
情
報
を
見
る
に
は
ま
ず
、

NH
K

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
入
り
（NH

K

オ
ン
ラ
イ
ン
）、
そ
の
中
の
「
語
学
」
を

選
択
し
ま
す
。
英
語
、
中
国
語
、
ハ
ン

グ
ル
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ド
イ
ツ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、ス
ペ
イ
ン
語
、ロ
シ
ア
語
、

ア
ラ
ビ
ア
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
E
テ

レ
と
ラ
ジ
オ
の
番
組
が
並
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
中
の「
英
語
」を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

https://cgi2.nhk.or.jp/gogaku/

　　

数
々
の
番
組
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、

そ
の
中
で
も
特
に
お
勧
め
は
「
お
も
て

な
し
の
基
礎
英
語
」
で
す
。
こ
れ
は
こ

の
春
か
ら
始
ま
っ
た
新
番
組
で
（
月
）

～
（
木
）
午
後
10
時
50
分
～
11
時
に
放

映
さ
れ
ま
す
。
日
本
に
あ
る
外
国
人
観

光
客
向
け
の
宿
泊
所
を
舞
台
に
し
た
ド

ラ
マ
形
式
の
番
組
で
す
。
こ
の
番
組
は

日
常
生
活
で
使
え
る
簡
単
な
フ
レ
ー
ズ

を
使
用
し
て
、
ド
ラ
マ
が
進
行
し
て
い

き
ま
す
。
ネ
ッ
ト
で
は
ド
リ
ル
や
発
音

練
習
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
進
行

役
の
井
上
逸
兵
先
生
の
優
し
い
語
り
口

が
ホ
ッ
と
さ
せ
て
く
れ
、
夜
の
一
時
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
分
で
英
語
が
勉
強

で
き
ま
す
。
本
屋
さ
ん
で
テ
キ
ス
ト
が

購
入
で
き
ま
す
。

https://w
w

w
2.nhk.or.jp/gogaku/

english/m
otekiso/

　

い
か
が
で
す
か
？
こ
れ
ら
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
み
な
さ
ん
の
お
好
き
な
時
間
に
、

生
き
た
英
語
に
気
軽
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
是
非
、
お
試
し
く
だ
さ
い
。
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留学から得られるもの
―――私の中国留学―――

神田　千冬

　
留
学
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
何
か
？
そ
れ

は
個
々
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
答
が
あ
る
で

し
ょ
う
。 

外
国
語
が
上
達
し
た
り
、
そ
の
国
の

文
化
や
歴
史
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
た
り
、
あ

る
い
は
そ
の
国
や
地
域
の
人
々
と
の
交
流
で
貴
重

な
体
験
を
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。 

　
私
が
自
身
の
留
学
を
振
り
返
る
と
き
、
そ
の
地

域
で
生
活
者
と
し
て
何
年
か
暮
ら
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
地
域
の
人
々
の
日
常
の
出
来
事
に
対
す

る
何
気
な
い
反
応
、
社
会
的
現
象
に
対
す
る
考
え

方
な
ど
を
見
聞
き
し
て
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
空
気

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。 

　
私
が
中
国
語
を
学
ぶ
た
め
北
京
の
北
京
語
言

学
院
（
現
北
京
語
言
大
学
）
に
留
学
し
た
の
は

1
9
8
0
年
代
初
め
で
し
た
。
当
時
の
中
国
は

1
9
6
6
年
～
1
9
7
6
年
ま
で
続
い
た
文
化

大
革
命
（
権
力
闘
争
を
発
端
に
中
国
全
土
を
揺
る

が
し
た
大
政
治
運
動
。
以
下
「
文
革
」
と
略
す
）

が
終
息
し
た
ば
か
り
で
、
人
々
の
生
活
は
現
在
よ

り
貧
し
か
っ
た
も
の
の
、
や
っ
と
自
由
を
取
り
戻

し
た
と
い
う
明
る
さ
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
文
革
中
は
文
化
的
鎖
国
状
態
だ
っ
た
中
国
で
す

が
、
少
し
ず
つ
日
本
や
欧
米
・
イ
ン
ド
な
ど
外
国

の
映
画
・
ド
ラ
マ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
テ

レ
ビ
で
は
手
塚
治
虫
の
『
鉄
腕
ア
ト
ム
』
が
人
気

を
博
し
、近
く
の
映
画
館
で
は
高
倉
健
主
演
の『
遠

い
山
の
呼
び
声
』
が
上
映
さ
れ
、
観
客
が
日
本
の

庶
民
生
活
を
興
味
津
々
で
見
て
い
ま
し
た
。
大
学

内
で
も
講
堂
で
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
『
サ
ー
カ
ス
』

が
上
映
さ
れ
、盛
況
だ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

　
当
時
、
人
々
の
服
装
は
い
わ
ゆ
る
人
民
服
と
呼

ば
れ
た
紺
・
緑
・
グ
レ
ー
の
上
着
（
中
国
で
は
“
制

服
”
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
）
に
ズ
ボ
ン
が
主
流

で
し
た
。
そ
れ
は
自
由
な
服
装
が
事
実
上
制
限
さ

れ
て
い
た
文
革
時
代
の
名
残
り
で
も
あ
り
ま
し

た
。
文
革
中
は
女
性
が
ス
カ
ー
ト
を
は
い
た
り
、

お
し
ゃ
れ
を
す
る
こ
と
は
「
資
本
主
義
的
」
と
み

な
さ
れ
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
文
革
後
4
～
5
年
経
っ
た
当
時
で

も
、
ま
だ
多
く
の
中
国
人
は
“
制
服
”
を
着
て
い

ま
し
た
。
文
革
中
、
工
業
生
産
が
ス
ト
ッ
プ
し
て

い
た
影
響
も
残
っ
て
い
て
、“
制
服
”を
買
う
に
も
、

現
金
の
ほ
か
に
“
布
票
”
と
い
う
衣
料
用
配
給
券

が
必
要
で
し
た
。 

　
こ
の
“
制
服
”
は
、
し
か
し
、
留
学
生
に
は
便

利
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、“
制
服
”
を
着
て
い
る

と
一
見
、
中
国
人
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
す
。

欧
米
人
は
髪
の
色
で
わ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

髪
の
色
も
肌
の
色
も
同
じ
日
本
人
が
着
る
と
、
中

国
語
を
上
手
に
話
せ
さ
え
す
れ
ば
、
中
国
人
の
中

に
ま
ぎ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

　
当
時
の
中
国
で
は
、
外
国
人
は
、
留
学
生
は
大

学
の
留
学
生
宿
舎
に
、
仕
事
で
駐
在
す
る
人
は
専

用
の
ホ
テ
ル
に
と
決
ま
っ
て
い
て
、
現
在
の
よ
う

に
自
由
に
下
宿
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
人
の

ほ
う
も
、
文
革
中
に
外
国
と
関
係
の
あ
っ
た
人
は

ス
パ
イ
扱
い
さ
れ
た
た
め
、
外
国
人
に
関
わ
る
こ

と
に
慎
重
な
人
が
多
く
、
若
い
人
を
除
け
ば
積
極

的
に
親
し
く
す
る
人
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

　
街
な
か
で
外
国
人
と
し
て
目
立
つ
と
い
う
の
は

あ
ま
り
気
持
の
い
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知

ら
ず
知
ら
ず
緊
張
し
て
自
由
に
行
動
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
私
は
街
に
出
る
時
は
“
制

服
”
を
着
て
、
中
国
製
の
布
靴
（
は
き
ご
ご
ち
が

よ
く
、愛
用
し
ま
し
た
）を
は
い
て
行
き
ま
し
た
。 

　
蛍
光
灯
が
切
れ
た
の
で
、
大
学
近
く
の
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
ス
ペ
ア
を
買
い
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と

で
す
。“
灯
管
”
と
い
う
単
語
を
辞
書
で
調
べ
ず

に
行
っ
た
の
で
「
あ
の
、
蛍
光
灯
の
、
ほ
ら
交
換

す
る
や
つ
」
と
中
国
語
で
い
う
と
、
若
い
男
性
店

員
が
ジ
ロ
ッ
と
見
て
「
大
人
の
く
せ
に
な
ん
で
子

供
み
た
い
な
口
を
き
く
ん
だ
？
」と
言
い
ま
し
た
。

私
が
一
瞬
と
ま
ど
っ
て
い
る
と
、
そ
ば
に
い
た
客

が「
こ
の
子
は
語
言
学
院
の
留
学
生
だ
よ
」と
言
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、
店
員
は
「
な
ん
で
、

こ
ん
な
に
そ
っ
く
り
な
ん
だ
！
」
と
ブ
ツ
ブ
ツ
言

い
な
が
ら
“
灯
管
”
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。 
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ま
た
、
街
で
信
号
待
ち
を
し
て
い
る
と
、
隣
に

い
た
中
年
の
お
ば
さ
ん
が
「
そ
の
ズ
ボ
ン
は
ど
こ

で
買
っ
た
の
？
」
と
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。
そ

の
時
、
私
は
日
本
製
の
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
い
た
の

で
「
日
本
で
買
っ
た
」
と
答
え
る
と
、
お
ば
さ
ん

は
も
う
一
度
私
を
見
直
し
て
、「
あ
あ
、日
本
人
か
、

そ
れ
な
ら
し
か
た
が
な
い
」
と
い
う
顔
を
し
て
い

ま
し
た
。
今
の
よ
う
に
自
由
に
外
国
観
光
に
行
け

な
か
っ
た
時
代
で
す
。
服
装
の
制
限
が
緩
和
さ
れ

て
も
物
不
足
の
な
か
で
、
お
し
ゃ
れ
心
を
取
り
戻

し
た
女
性
た
ち
の
目
の
鋭
さ
は
印
象
的
で
し
た
。 

　
中
国
人
の
友
達
と
遊
び
に
行
っ
た
と
き
も
、
一

人
で
京
劇
を
見
た
時
も
、
外
国
人
と
気
づ
か
れ
な

い
こ
と
で
中
国
の
人
々
の
生
の
姿
を
多
少
な
り
と

も
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。 

　
逆
の
例
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
日
本
人
の
青
年

が
中
国
で
知
り
あ
っ
た
女
性
と
結
婚
し
よ
う
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
女
性
に
上
か
ら
下
ま
で
日

本
製
の
服
や
靴
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

当
時
、
外
国
人
用
の
ホ
テ
ル
や
デ
パ
ー
ト
に
出
入

り
す
る
と
き
、中
国
人
は
守
衛
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、

い
ち
い
ち
名
前
や
住
所
を
書
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。（
私
も
“
制
服
”
を
着
て
日
本
大

使
館
に
入
ろ
う
と
す
る
と
、
警
備
の
人
民
解
放
軍

兵
士
に
止
め
ら
れ
、
パ
ス
ポ
ー
ト
を
見
せ
て
や
っ

と
入
れ
ま
し
た
。）
ま
た
結
婚
の
手
続
も
煩
雑
で
、

許
可
が
下
り
る
ま
で
他
人
に
二
人
の
関
係
を
知
ら

れ
な
い
方
が
よ
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
彼
女

は
日
本
製
の
服
を
着
て
日
本
人
に
「
変
身
」
し
た

の
で
す
。
こ
れ
な
ら
、
守
衛
は
日
本
人
の
カ
ッ
プ

ル
だ
と
思
う
の
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
い
で
す
む
と

い
う
わ
け
で
す
。 

　
中
国
に
は
「
上
に
政
策
あ
れ
ば
、
下
に
対
策
あ

り
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
政
府
の
厳
し

い
政
策
が
あ
っ
て
も
、
庶
民
は
知
恵
を
し
ぼ
っ
て

切
り
抜
け
る
と
言
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
上
記
の

例
は
ま
さ
に
庶
民
の
対
策
で
し
た
。 

　
こ
の
他
に
も
、
中
国
人
が
入
れ
な
い
外
国
人
専

用
の
デ
パ
ー
ト
が
あ
っ
て
、
し
か
も
外
国
人
専
用

の
貨
幣
（
外
貨
兌
換
券
）
で
な
い
と
買
物
が
で
き

な
い
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、

街
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
な
い
上
質
の
商
品
が
並
ん

で
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
中
国
の
人
た
ち
は
知
り

あ
い
の
外
国
人
に
頼
ん
で
買
っ
て
も
ら
っ
た
り
、

人
民
元
と
兌
換
券
を
交
換
し
て
も
ら
っ
て
買
っ
た

り
し
て
い
ま
し
た
。（
街
で
は
人
民
元
と
兌
換
券

を
高
い
レ
ー
ト
で
交
換
す
る
闇
商
売
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。）
若
か
っ
た
私
に
は
こ
う
い
う
頼
ま
れ

ご
と
は
わ
ず
ら
わ
し
い
と
感
じ
、
断
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
考
え
る
と
、
こ
れ

も
「
対
策
」
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
「
助
け
合
い
」

は
中
国
人
に
と
っ
て
は
ご
く
自
然
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
中
国
人
の
間
で
も
お
互
い
出
張
先
で
知
り
合

い
に
頼
ま
れ
た
物
を
買
っ
て
帰
る
と
言
う
話
は
よ

く
聞
き
ま
し
た
。
後
年
に
な
っ
て
、
中
国
の
人
々

は
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
大

切
に
し
、
活
用
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
だ
と
理

解
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

　
い
ろ
い
ろ
な
制
約
が
あ
り
、
奇
妙
な
時
代
で
も

あ
り
ま
し
た
が
、
人
々
の
た
く
ま
し
く
、
生
き
生

き
と
し
た
姿
は
今
で
も
深
く
心
に
残
っ
て
い
ま

す
。 

　
留
学
中
の
2
年
間
は
中
国
語
の
学
習
だ
け
で

な
く
、
中
国
の
人
々
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
つ
き
あ
い

を
通
し
て
中
国
を
肌
で
感
じ
ら
れ
た
2
年
間
で

し
た
。
本
や
メ
デ
ィ
ア
で
得
ら
れ
る
知
識
も
必
要

で
す
が
、
そ
の
国
を
理
解
す
る
に
は
そ
こ
へ
行
っ

て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
、
日
本
社

会
の
基
準
で
は
測
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
実
感

で
き
た
こ
と
が
留
学
の
最
大
の
成
果
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。 

　
そ
の
後
、
中
国
は
改
革
開
放
政
策
に
よ
っ
て
経

済
が
発
展
し
、
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
生
活
ス

タ
イ
ル
も
す
っ
か
り
変
わ
り
、
人
々
は
好
み
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
中
国
に
は
先
進
的
なIT

技
術
が
溢
れ
て

い
て
、
そ
し
て
、
相
変
わ
ら
ず
、
あ
の
人
々
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
渦
巻
い
て
い
る
よ
う
で
す
。 

　
こ
れ
か
ら
中
国
に
留
学
す
る
人
た
ち
は
ま
た
異

な
っ
た
体
験
を
す
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
中
国
で

あ
れ
、
ど
こ
の
国
で
あ
れ
、「
実
際
に
行
っ
て
み

な
い
と
わ
か
ら
な
い
」
と
言
う
点
は
変
わ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
こ
そ
が
留
学
の
魅
力
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。

 “ 制服 ” を着た筆者と留学生の友人    街で見かけた “ 制服 ” を着た人たち
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“What is Intelligent Management?”

Lowell John Gretebeck 

 What is intelligent management?  Perhaps the term “intelligent management” should be added to the list 
of oxymoron or words that contradict each other.   The term “intelligent management” implies that management 
success is something that can be taught in the classroom.    

 As a Professor with extensive international business experience, however, my judgement tells me 
that managerial success involves more than textbook knowledge.   Successful management and the successful 
management of people is indeed very complex, and requires more than classroom learning.     With hundreds 
of books already written on this subject, we are confronted with “information overload” of contradictory and 
confusing theories; we have become lost in the midst of hundreds of “how to do books” on the topic of successful 
management.

 In 1986, Robert Fulghum addressed this important topic in his bestseller titled, All I Really Need to Know 
I learned in Kindergarten.    The author’s list of “childhood lessons learned” includes 1) share everything; 2) don’t 
hit people; 3) clean up your own mess; 4) don’t take things that aren’t yours; 5) say you’re sorry when you hurt 
somebody; and 6) wash your hands before you eat.    At the top of the list of lessons learned in kindergarten 
is “SHARE EVERYTHING”.   As children, of course, we are challenged to share our toys and possessions.   In 
business, managers are challenged to share their time, share their thoughts and effectively communicate with their 
employees.  Fulghum warns that managers today are often imprisoned within the very organization in which they 
work, and fail to adequately share with others.    

 Another well-known scholar that has influenced my views on this topic of intelligent or successful 
management is Daniel Goleman, author of “Emotional Intelligence”.  Goleman writes, “IQ contributes about 20% to 
the factors that determine life success, which leaves 80% to other forces”.   He continues by stating that “emotional 
intelligence can be as powerful and  at times more powerful than IQ.”  This supports data that reveals that three-
fourths of college valedictorians in the U.S. are not successful in their careers.  Indeed, it is often said that many 
people with an IQ of 180 work for successful managers with an IQ of 100.   Goleman takes this one step further by 
stating that HOW we relate to other people is a key determinant of success. 

 In my teaching at Kyoritsu University, I continuously emphasize these two very important lessons about 
managerial success:   First, success in the business world is dependent on our ability to share with and care for 
others.  Moreover, managerial success is contingent upon developing a high level of emotional intelligence, meaning 
that we need to have a healthy response to stress in the workplace and our personal lives.

 In summary, intelligent management is about the importance of compassion and understanding, on the one 
hand, and building healthy relationships with others, on the other. 
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コソボの思い出
 

黒澤　啓

　

1
9
9
9
年
8
月
、
初
め
て
コ
ソ
ボ
を
訪
問

し
た
。

　

セ
ル
ビ
ア
の
自
治
州
だ
っ
た
コ
ソ
ボ
が
セ
ル

ビ
ア
か
ら
の
分
離
を
求
め
て
独
立
闘
争
を
開
始

し
、
そ
れ
を
セ
ル
ビ
ア
が
武
力
で
抑
え
込
も

う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
コ
ソ
ボ
紛
争
が
勃
発
。

1
9
9
9
年
3
月
か
ら
2
か
月
半
に
わ
た
り

NATO

（
北
大
西
洋
条
約
機
構
）
軍
に
よ
る
空
爆

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
セ
ル
ビ
ア
軍
は
コ

ソ
ボ
か
ら
撤
退
し
、
コ
ソ
ボ
は
国
連
の
管
理
下

に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

日
本
政
府
と
し
て
も
、
紛
争
後
の
復
興
を
支

援
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
ど
の
よ
う
な
支
援

を
す
る
か
を
調
査
す
る
た
め
に
、
外
務
省
が
政

府
調
査
団
を
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、

JICA(

国
際
協
力
機
構)

で
紛
争
終
結
国
の
平
和

構
築
支
援
を
担
当
し
て
い
た
私
も
参
加
す
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、JICA

の
規
則
で
は
、
外
務
省

の
定
め
る
危
険
度
４
で
あ
っ
た
コ
ソ
ボ
へ
の
渡

航
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、JICA

総
裁
の

特
別
決
裁
を
と
っ
て
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

出
発
前
日
に
は
、
総
裁
室
に
呼
ば
れ
、
総
裁
か

ら
直
々
に
、
く
れ
ぐ
れ
も
無
理
を
し
な
い
で
危

険
を
感
じ
た
ら
す
ぐ
に
退
避
す
る
よ
う
に
と
言

わ
れ
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
危
な
い
と
こ
ろ
に
行

く
の
だ
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
て
き
た
。

　

翌
日
、
成
田
空
港
に
行
く
と
、
テ
レ
ビ
取
材

が
は
い
る
た
め
、
特
別
待
合
室
に
通
さ
れ
、
そ

こ
で
出
発
ま
で
待
機
し
た
。
時
間
に
な
り
、
航

空
会
社
の
職
員
の
案
内
で
出
国
ゲ
ー
ト
に
向
か

う
と
、
そ
こ
に
はNH

K

の
カ
メ
ラ
が
。
空
港
か

ら
海
外
に
向
か
う
要
人
の
ニ
ュ
ー
ス
を
テ
レ
ビ

で
時
折
見
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
れ
が

そ
う
か
と
思
い
、
緊
張
で
顔
を
こ
わ
ば
ら
せ
な

が
ら
も
平
静
を
装
い
ゲ
ー
ト
に
向
か
う
。
カ
メ

ラ
は
当
然
、
先
頭
の
外
務
省
高
官
の
姿
を
追
う

が
、
少
し
で
も
テ
レ
ビ
に
移
ろ
う
と
、
同
行
者

と
さ
り
げ
な
く
争
い
な
が
ら
カ
メ
ラ
に
映
る
位

置
を
確
保
。
後
日
、
録
画
し
た
ニ
ュ
ー
ス
映
像

を
見
る
と
、「
コ
ソ
ボ
自
治
州
の
今
後
の
復
興
支

援
策
を
検
討
す
る
た
め
の
日
本
政
府
の
調
査
団

が
成
田
空
港
を
出
発
し
ま
し
た
」と
い
う
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
と
も
に
、
し
っ
か
り
と
二
番
手
の
好

位
置
に
つ
け
カ
メ
ラ
に
映
る
私
が
い
た
。

　

当
時
、
コ
ソ
ボ
に
乗
り
入
れ
て
い
る
航
空
会

社
が
な
か
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
ロ
ー
マ
に
向
か

い
、
そ
こ
か
ら
国
連
機
で
コ
ソ
ボ
自
治
州
の
州

都
プ
リ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
に
向
か
っ
た
。
国
連
機
と

い
っ
て
も
、
旧
型
の
プ
ロ
ペ
ラ
機
で
、
搭
乗
前

に
は
「
事
故
が
あ
っ
て
も
国
連
に
責
任
は
問
い

ま
せ
ん
」
と
の
誓
約
書
に
署
名
さ
せ
ら
れ
、
そ

ん
な
に
も
事
故
が
あ
る
の
か
と
不
安
に
か
ら
れ

た
（
実
際
、
私
が
乗
っ
た
同
じ
路
線
の
国
連
機

が
、2
ヶ
月
後
に
墜
落
す
る
と
い
う
事
故
が
あ
っ

た
）。

　

な
ん
と
か
無
事
に
プ
リ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
に
到
着

す
る
と
、
街
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
空
爆
さ
れ

て
崩
れ
落
ち
た
建
物
が
あ
り
、NATO

軍
に
よ
る ロ ー マ か ら 乗 っ た 国 連 機
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空
爆
の
激
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
街
中

は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
商
店
も
ま
だ
数
え
る
し
か

な
く
、
車
も
ま
ば
ら
で
、
夜
に
な
る
と
、
停
電

が
多
い
た
め
街
全
体
が
暗
い
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。

夕
暮
れ
時
か
ら
、
街
中
の
目
抜
き
通
り
の
マ
ザ
ー

テ
レ
サ
通
り
を
多
く
の
人
が
ゾ
ロ
ソ
ロ
と
歩
い

て
い
る
た
め
、
最
初
は
お
祭
り
で
も
あ
る
の
か

と
思
っ
た
が
、
サ
ラ
エ
ボ
で
も
、
ア
ル
バ
ニ
ア

の
テ
ィ
ラ
ナ
で
も
同
じ
よ
う
な
光
景
を
見
た
こ

と
を
思
い
出
し
、
家
に
い
て
も
す
る
こ
と
が
な

い
の
で
、
皆
、
夜
に
な
る
と
こ
う
し
て
あ
て
ど

も
な
く
通
り
を
歩
く
と
い
う
バ
ル
カ
ン
共
通
の

夜
の
過
ご
し
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

さ
て
、
コ
ソ
ボ
に
到
着
後
、
連
日
、
国
連
機
関

やUNM
IK

（
国
連
コ
ソ
ボ
暫
定
行
政
ミ
ッ
シ
ョ

ン
）
な
ど
を
訪
問
し
た
り
、
空
爆
現
場
の
視
察
を

し
、
日
本
政
府
と
し
て
今
後
ど
の
よ
う
な
支
援
が

で
き
る
か
の
検
討
を
行
っ
た
が
、
コ
ソ
ボ
に
は
既

に
日
本
のNGO

が
数
団
体
は
い
っ
て
活
動
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
3
日
目
の
夜
に
、
そ
の
人
た

ち
を
集
め
て
話
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。
集
ま
っ

たNGO

の
人
た
ち
を
見
て
驚
い
た
の
は
、
10
人

ほ
ど
集
ま
っ
たNGO

ス
タ
ッ
フ
の
半
数
が
20
代

か
ら
30
代
の
女
性
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
危
険
な

の
で
わ
ざ
わ
ざ
総
裁
の
特
別
許
可
を
と
っ
て
出
張

空 爆 で 破 壊 さ れ た 政 府 庁 舎

破 壊 さ れ た 建 物 の 修 復 作 業

す
る
こ
と
と
な
り
、
し
か
も
初
め
て
の
政
府
調
査

団
と
い
う
こ
と
で
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
ま
で

な
っ
て
来
て
み
た
ら
、
実
は
、
日
本
人
の
若
い
女

性
が
何
人
も
普
通
に
働
い
て
い
て
、
拍
子
抜
け
す

る
と
と
も
に
、NGO

や
、
日
本
人
の
女
性
の
た

く
ま
し
さ
を
実
感
し
た
。

　

そ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
コ
ソ
ボ
は

2
0
0
8
年
2
月
に
、
セ
ル
ビ
ア
か
ら
独
立
を

宣
言
し
た
。
未
だ
に
、
セ
ル
ビ
ア
を
始
め
と
し

て
、
ロ
シ
ア
や
中
国
は
セ
ル
ビ
ア
の
独
立
を
認
め

て
い
な
い
た
め
、
不
安
定
が
状
況
が
続
い
て
い
る

が
、
着
実
に
独
立
国
家
と
し
て
進
展
を
続
け
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
い
ち
早
く
コ
ソ
ボ
の
独

立
を
承
認
し
た
日
本
は
、
様
々
な
形
で
復
興
支
援

を
行
っ
て
お
り
、
2
0
0
9
年
10
月
か
ら
セ
ル

ビ
ア
のJICA

事
務
所
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ

た
私
は
、
セ
ル
ビ
ア
を
拠
点
と
し
て
、
コ
ソ
ボ
支

援
に
も
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

2
0
0
9
年
11
月
、
10
年
ぶ
り
に
訪
問
し
た

プ
リ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
の
街
並
み
は
、
大
き
く
さ
ま
変

わ
り
し
て
い
た
。
空
爆
の
面
影
は
も
は
や
ど
こ
に

も
な
く
、
街
に
は
商
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
カ
フ
ェ

が
立
ち
並
び
、
街
は
独
立
国
家
と
し
て
の
活
気
と

喜
び
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
感
じ
が
し
た
。し
か
し
、

日
本
政
府
が
支
援
を
開
始
す
る
際
の
政
府
調
査
団

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
現
在
はJICA

バ
ル
カ
ン

事
務
所
長
と
し
て
、
コ
ソ
ボ
支
援
の
現
場
の
責
任

者
で
あ
る
私
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
コ
ソ
ボ
政

府
の
冷
た
い
一
言
だ
っ
た
。「
セ
ル
ビ
ア
のJICA

事
務
所
の
ス
タ
ッ
フ
に
は
、
コ
ソ
ボ
に
出
入
り
し

て
欲
し
く
な
い
」。
事
情
を
聞
い
て
み
る
と
、
紛

争
中
に
セ
ル
ビ
ア
軍
の
攻
撃
で
家
族
を
失
っ
た
コ

ソ
ボ
外
務
省
の
高
官
が
か
た
く
な
に
セ
ル
ビ
ア
と

の
関
係
を
拒
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
に
こ
う
し
た

発
言
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
紛
争
が
終
結

し
て
10
年
が
経
っ
て
お
り
、
し
か
も
紛
争
と
は
関

係
の
な
い
日
本
の
政
府
機
関
が
コ
ソ
ボ
の
復
興
を

支
援
す
る
た
め
に
コ
ソ
ボ
を
訪
問
す
る
と
い
う
の

に
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と

粘
り
強
く
交
渉
を
し
、
よ
う
や
く
セ
ル
ビ
ア
か
ら

コ
ソ
ボ
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
、
2
0
1
2
年
3
月
に
セ
ル
ビ
ア

か
ら
日
本
に
帰
国
す
る
ま
で
の
間
、
結
果
的
に
10

回
近
く
コ
ソ
ボ
を
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
行

く
た
び
に
新
た
な
出
会
い
や
驚
き
が
あ
り
、
コ
ソ

ボ
に
は
深
い
思
い
入
れ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
次
の
機
会
に
述
べ
る

こ
と
に
し
た
い
。
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大切な記憶

 佐藤　雄一

　
あ
な
た
が
一
番
大
切
に
思
っ
て
い
る
記

憶
は
何
で
す
か
？

　　
こ
の
質
問
を
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
夫
婦
の
愛
情
の
絆
の
強
さ

を
は
か
る
と
い
う
場
面
が
、
ノ
ー
ベ
ル
賞

作
家
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
の
『
忘
れ
ら
れ

た
巨
人
』
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
私
が
一
番
大
切
に
思
っ
て
い
る
記
憶
は

…
、
と
記
憶
を
た
ど
り
始
め
た
と
き
、
脳

内
で
は
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。「
記
憶
を
た
ど
る
」
と
表
現

し
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
脳
内
の
ど
こ
か

に
古
い
順
に
並
ん
で
い
る
記
憶
を「
た
ど
っ

て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
思
い
出
そ
う
と

し
て
い
る
瞬
間
に
記
憶
を
作
り
出
し
て
い

る
ら
し
い
の
で
す
。

　　
1
9
7
0
年
代
ご
ろ
ま
で
は
、
あ
る
特

定
の
記
憶
が
特
定
の
分
子
の
形
を
と
っ
て

脳
細
胞
中
に
貯
め
ら
れ
る
と
い
う
記
憶
の

仕
組
み
が
想
定
さ
れ
、
記
憶
物
質
を
つ
き

と
め
る
実
験
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
が
、
実
際
に
記
憶
物
質
が
存
在
す
る

わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
＊
1
。

　
私
た
ち
の
体
は
、
私
た
ち
が
摂
取
し
た

食
べ
物
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が

摂
取
し
た
食
べ
物
は
分
子
レ
ベ
ル
ま
で
分

解
さ
れ
、
い
っ
た
ん
私
た
ち
の
体
を
構
成

す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
や
が
て
分
解
さ
れ

て
い
き
ま
す
。
体
と
し
て
見
え
て
い
る
も

の
は
、
同
じ
物
質
が
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
絶
え
間
な
く
合
成
さ
れ

分
解
さ
れ
て
い
く
流
れ
の
な
か
の
一
時
的

な
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
生
命
が
絶
え
間
な
い
流
れ
の
中
の

一
時
的
な
「
淀
み
」
に
あ
る
こ
と
を
福
岡

伸
一
は
「
動
的
平
衡
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
私
た
ち
自
身
が
物
質
の
分
解
と
合
成
の

流
れ
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

こ
に
記
憶
物
質
が
存
在
し
続
け
る
こ
と
は

不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
脳

細
胞
の
分
子
も
次
々
と
入
れ
替
わ
り
、
い

つ
か
は
分
解
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
か
ら
。

　
で
は
、
私
た
ち
の
記
憶
は
ど
こ
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
福
岡
は
細
胞
と
細
胞
の
間

に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
神
経
の
細
胞
は
互
い
に
結
合
し
て
神
経

回
路
を
作
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
神
経
回

路
は
経
験
や
学
習
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激

と
応
答
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
ま
す
。

回
路
の
ど
こ
か
に
刺
激
が
入
っ
て
く
る
と
、

そ
の
回
路
に
電
気
的
な
信
号
が
伝
わ
り
、

信
号
が
繰
り
返
し
回
路
を
流
れ
る
と
、
回

路
は
そ
の
都
度
強
化
さ
れ
ま
す
。
神
経
回

路
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
飾
り
つ
け
さ
れ
た

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
、

電
気
が
通
る
と
順
番
に
明
か
り
が
と
も
り
、

そ
れ
は
あ
る
形
（
た
と
え
ば
星
座
の
よ
う

な
形
）
を
作
り
ま
す
。
た
と
え
、
個
々
の
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神
経
細
胞
の
中
身
の
タ
ン
パ
ク
質
分
子
が

合
成
と
分
解
を
繰
り
返
し
、
す
べ
て
入
れ

替
わ
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
細
胞
と
細
胞
と

が
形
作
る
回
路
の
形
は
保
持
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
回
路
に
何
ら
か
の
刺
激
が
入
力
さ

れ
る
と
、
刺
激
は
そ
の
回
路
を
伝
わ
り
、

順
番
に
神
経
細
胞
に
明
か
り
を
灯
し
て
い

き
ま
す
。
長
い
間
忘
れ
て
い
て
も
、
回
路

の
形
は
か
つ
て
作
ら
れ
た
と
き
と
同
じ
形

を
保
っ
て
い
て
（
長
い
年
月
の
う
ち
に
は

少
し
ず
つ
変
容
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
）、
す
っ
と
残
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　　
こ
れ
が
福
岡
が
考
え
る
記
憶
の
仕
組
み

で
す
。

　
分
子
レ
ベ
ル
で
は
常
に
物
質
が
入
れ
替

わ
っ
て
い
る
「
動
的
平
衡
」
状
態
に
あ
る

私
た
ち
に
と
っ
て
、
記
憶
は
重
要
な
働
き

を
し
て
い
ま
す
。
1
年
前
の
私
と
、
現
在

の
私
は
分
子
レ
ベ
ル
で
は
全
く
異
な
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
私
自
身
を

（
1
年
分
老
け
た
感
じ
は
す
る
け
れ
ど
も
）

私
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。R.D.

レ

イ
ン
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
、「
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

こ
の
時
こ
の
場
所
で
も
、
あ
の
時
あ
の
場

所
で
も
、
過
去
で
も
未
来
で
も
、
自
分
が

同
一
人
物
で
あ
る
と
感
じ
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
」
＊
2
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、

記
憶
（
同
じ
形
を
維
持
し
て
い
る
神
経
回

路
）
に
よ
っ
て
私
は
か
つ
て
の
私
と
現
在

の
私
が
「
同
一
人
物
で
あ
る
」
と
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
先
日
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ
が
開
催
さ

れ
、
多
く
の
卒
業
生
た
ち
と
思
い
出
話
に

花
を
咲
か
せ
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
国
際
学
部
の
前
身
で

あ
る
国
際
文
化
学
部
が
八
王
子
キ
ャ
ン
パ

ス
に
あ
っ
た
こ
ろ
地
下
の
食
堂
で
お
寿
司

パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
た
こ
と
や
、
コ
ー
ス

旅
行
で
北
海
道
に
行
っ
た
こ
と
、
高
尾
山

へ
登
山
に
行
く
人
た
ち
と
一
緒
に
登
校
し

て
い
た
こ
と
、
八
王
子
か
ら
神
田
へ
移
転

す
る
際
に
卒
論
ゼ
ミ
だ
け
神
田
の
3
号
館

で
行
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
コ
ー
ス
や

ゼ
ミ
が
違
っ
て
い
て
も
共
通
の
思
い
出
が

い
ろ
い
ろ
と
あ
り
、
と
て
も
懐
か
し
く
感

じ
ま
し
た
。

　　
毎
年
、
多
く
の
学
生
が
入
学
し
、
卒
業

し
て
い
き
ま
す
。
1
年
単
位
で
み
る
と
、

国
際
学
部
は
約
1
1
0
0
名
の
学
生
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
入
学
と
卒
業
を
繰

り
返
し
、
そ
の
構
成
要
素
は
決
し
て
同
じ

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
生
は
4
年
経
て
ば

ほ
と
ん
ど
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す

し
、教
員
も
長
い
年
月
の
間
に
入
れ
替
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　
卒
業
生
同
士
、
あ
る
い
は
卒
業
生
と
教

員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
を
共
有
す
る
（
共

通
の
記
憶
を
そ
の
場
で
作
り
出
す
）
機
会

が
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ
だ
と
す
る
と
、

多
く
の
学
生
が
入
学
し
て
は
卒
業
す
る
、

教
員
が
着
任
し
退
職
す
る
と
い
う
流
れ
の

中
で
、
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ
は
、
共
立

女
子
大
学
国
際
学
部
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
貴
重
な
時
間
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
現
在
国
際
学
部
に
在
籍
し
て
い
る
学
生

た
ち
が
、
数
年
後
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ

に
来
て
く
れ
た
時
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
記

憶
が
語
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
時
間
を

超
え
て
つ
な
が
っ
て
い
け
る
よ
う
な
こ
と
、

星
座
の
形
を
残
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
こ

と
が
何
か
で
き
な
い
で
す
か
ね
。

＊
1

　
福
岡
伸
一（2017

）『
新
版 

動
的
平
衡
』

小
学
館
新
書

＊
2

　R.D.

レ
イ
ン
著

　
志
貴
春
彦
・
笠
原

嘉
訳
（1975

）『
自
己
と
他
者
』
み
す
ず
書
房
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English in the World

Lillian Swain
 “English is an international language” is an expression we often use, but what does it really mean?  How 
long will English continue to be as important as it is now?  

 There are only six countries where English is the native language (the UK, US, Canada, Australia, Ireland 
and New Zealand) but many more countries give English some kind of official or semi-official role. Estimates vary, 
but there seem to be between 500 million and more than one billion speakers of English, either as a first or second 
language. 

 Most important for the spread of English as an international language in the  age of globalization is that 
it is currently the most common means of communication between nonnative speakers.  There are probably more 
nonnative speakers using English with other nonnative speakers than native speakers using English with other 
native speakers or with nonnative speakers. 

 These are all well known facts, and are the main reason why students all over the world are studying 
English as hard as they can, including Kyoritsu students.  But a recent article by Nicholas Ostler of the Foundation 
for Endangered Languages claims that we have "reached peak English in the world", and the prominence of English 
is bound to decline as China becomes more important.

 The same kind of thing happened to previous transnational languages, or lingua franca. When historical 
changes occurred, they fell out of use. In the 17th century, French replaced Latin as the common language of 
Europe, after Latin held that position for 1500 years.  Farsi was the common language of Muslim countries for 800 
years until it was replaced by Russian and English in the 19th century.  If we have indeed reached "peak English", 
then it will have been the dominant world language for only about two hundred years.  

 So why study English, one might wonder, if it's on its way out? First of all, it's good to remember that being 
multilingual is normal in a large part of the world, although English is not necessarily always one of the languages 
spoken. Southeast Asians, Europeans, and Latin Americans learn languages without considering it a particularly 
special accomplishment.  The story of Adul Sam-on, one of the young soccer players recently rescued from the cave 
in Thailand, is a good example.  He was born in the border region of Thailand, Myanmar, and Laos, and speaks Thai, 
Burmese, Mandarin, and English, as well as his native tongue, Wa, the language of his ethnic minority.  That was a 
good thing, as it turned out, since he was able to interpret for the two British divers who found the team trapped in 
the cave. 

 For most of us, knowing more than one language might not be a matter of life or death, or at least we 
hope not.  But in a sense it can give us a similar lifeline out into the world.  The goal is not just to learn the rules of 
grammar and lists of vocabulary items.  It's to make a connection.

Ostler, Nicholas. "Have We Reached Peak English in the World?"  The Guardian. 27 Feb. 2018.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/27/reached-peak-english-britain-china
Thurman, Judith. "Maltese for Beginners". The New Yorker. Sept. 3, 2018.
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初めての西部カナダ訪問と
現地の病院体験

高野　麻衣子

　

私
は
研
究
資
料
を
調
査
す
る
た
め
、
こ
こ
数
年

は
毎
年
夏
に
1
週
間
程
度
カ
ナ
ダ
を
訪
問
し
て

い
ま
す
。
国
際
学
部
で
は
、
カ
ナ
ダ
の
最
大
都
市

ト
ロ
ン
ト
へ
留
学
す
る
学
生
さ
ん
も
多
い
で
す

が
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
よ
く
訪
問
し
た
の
は
、
ト

ロ
ン
ト
と
同
じ
く
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
位
置
す
る
首

都
オ
タ
ワ
で
す
。
国
会
議
事
堂
や
国
立
図
書
館
等
、

公
的
な
機
関
が
集
中
す
る
地
域
で
あ
る
た
め
、
政

治
を
通
し
た
カ
ナ
ダ
全
体
の
動
き
を
身
近
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
の
二
つ
の

公
用
語
で
あ
る
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
を
日
常
的
に

見
聞
き
で
き
る
の
も
オ
タ
ワ
の
特
徴
で
す
。

　　

学
生
時
代
に
は
、
オ
タ
ワ
以
外
に
も
留
学
や
旅

行
で
複
数
の
都
市
を
訪
問
し
ま
し
た
。
現
在
、
人

口
の
半
数
以
上
が
外
国
生
ま
れ
と
な
っ
て
お
り
多

民
族
社
会
で
の
生
活
を
実
体
験
で
き
る
ト
ロ
ン

ト
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
あ
り
独
自

の
食
文
化
や
芸
術
で
人
々
を
魅
了
す
る
モ
ン
ト
リ

オ
ー
ル
、
一
日
を
通
し
て
空
が
真
っ
青
や
ピ
ン
ク

に
見
え
る
ほ
ど
空
気
が
澄
み
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
文
化
的
特
徴
も
残
す
東
部
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア

州
の
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
と
、
い
ず
れ
も
そ
の
地
域

特
有
の
魅
力
に
触
れ
、
自
分
の
足
で
歩
き
、
目
で

見
た
経
験
か
ら
あ
り
の
ま
ま
の
カ
ナ
ダ
社
会
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
自
分
に
は
、
こ
う
し
た
生
の
カ
ナ
ダ
体

験
を
欠
い
て
い
る
地
域
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

昨
年
よ
う
や
く
訪
問
す
る
こ
と
の
で
き
た
西
部
カ

ナ
ダ
で
す
。
留
学
す
る
学
生
さ
ん
も
多
い
ウ
ィ
ニ

ペ
グ
と
い
う
都
市
は
、
ま
さ
に
西
部
カ
ナ
ダ
の
マ

ニ
ト
バ
州
に
あ
り
ま
す
が
、
私
が
訪
問
し
た
の
は
、

西
に
隣
接
す
る
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
で
す
。
サ
ス

カ
チ
ュ
ワ
ン
は
歴
史
的
に
農
業
を
経
済
基
盤
と
し

て
き
た
州
で
、
大
都
市
ト
ロ
ン
ト
や
モ
ン
ト
リ

オ
ー
ル
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
よ
う
な
賑
や
か
さ
は

あ
り
ま
せ
ん
。
日
中
の
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
で
あ
っ
て

も
人
通
り
が
少
な
く
、
良
く
も
悪
く
も
地
域
の
静

か
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

市街地の様子

　

し
か
し
、
１
週
間
弱
の
滞
在
な
が
ら
、
到
着
後

す
ぐ
さ
ま
感
じ
ら
れ
た
こ
の
地
域
の
印
象
は
、
そ
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こ
に
住
む
人
々
が
と
て
も
親
切
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、
通
り
が
か
り
の
人
に
道
を
聞
け
ば

と
て
も
丁
寧
に
対
応
し
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
大

学
図
書
館
で
の
資
料
収
集
の
際
に
は
、
私
が
作
業

を
し
て
い
る
間
に
、
職
員
の
方
が
近
く
に
来
て
、

問
題
は
な
い
か
尋
ね
て
く
れ
た
り
、
ま
た
帰
国
後

も
、
別
の
職
員
の
方
が
役
立
ち
そ
う
で
あ
れ
ば
と

関
連
し
た
資
料
の
デ
ー
タ
を
送
っ
て
く
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
親
切
さ
の
背
景
に

は
、
地
域
全
体
で
の
精
神
的
な
余
裕
が
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　　

ま
た
、
昨
年
の
渡
航
で
私
が
一
番
困
っ
た
の
は
、

行
き
の
飛
行
機
で
航
空
性
中
耳
炎
に
か
か
っ
た
こ

と
で
し
た
。
鼻
風
邪
が
治
っ
て
い
な
い
状
態
で
国

内
線
の
小
型
飛
行
機
に
乗
っ
た
結
果
、
着
陸
の
際

の
気
圧
の
変
化
で
耳
の
中
に
激
痛
が
走
り
ま
し

た
。
着
陸
後
、
片
方
の
耳
に
膜
が
張
っ
た
よ
う
な

感
じ
に
な
り
、
翌
日
も
う
ま
く
聞
こ
え
な
い
状
態

だ
っ
た
の
で
、
こ
の
ま
ま
過
ご
し
て
よ
い
も
の
か
、

さ
す
が
に
危
機
感
を
覚
え
ま
し
た
。
幸
い
、
宿
泊

先
の
真
向
か
い
が
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
大
学
で
、
大

学
病
院
が
併
設
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
海
外
で
病
院

に
か
か
る
の
は
初
め
て
で
し
た
が
、
救
急
外
来
に

行
っ
て
み
ま
し
た
。

　

カ
ナ
ダ
で
は
、
住
民
が
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ

フ
ァ
ミ
リ
ー
ド
ク
タ
ー
制
が
採
ら
れ
て
い
る
た

め
、
救
急
外
来
に
は
新
し
く
移
民
と
し
て
や
っ
て

き
た
で
あ
ろ
う
人
々
や
、
私
の
よ
う
な
短
期
訪
問

者
が
集
ま
り
混
雑
し
て
い
ま
し
た
。
病
院
で
は
、

ま
ず
一
般
的
な
内
診
を
受
け
た
後
、
専
門
の
科
へ

誘
導
さ
れ
、
よ
り
詳
し
い
診
察
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
私
が
受
診
し
た
耳
鼻
咽
喉
科
に
は

航
空
医
師
（flight physician

）
が
勤
務
し
て
い

た
た
め
、
テ
キ
パ
キ
と
診
察
が
進
み
、
薬
も
処
方

さ
れ
ま
し
た
。
カ
ナ
ダ
で
は
医
療
費
は
無
料
で
す

が
、
も
ち
ろ
ん
私
は
外
国
人
と
し
て
の
受
診
に
な

り
ま
す
の
で
、
薬
代
と
併
せ
て
10
万
円
程
度
も
か

か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
と
は
い
え
、
日
本
で
海

外
旅
行
保
険
に
入
っ
て
い
た
の
で
、
カ
バ
ー
さ
れ

た
の
は
救
い
で
し
た
が
）。

サスカチュワン大学

　

カ
ナ
ダ
に
到
着
早
々
問
題
が
生
じ
た
の
は
初
め

て
で
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
始
ま
っ
た

私
の
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
滞
在
は
、
そ
の
後
、
人
々

の
親
切
さ
や
温
か
み
に
と
て
も
救
わ
れ
ま
し
た
。

地
域
の
魅
力
は
、
必
ず
し
も
経
済
規
模
や
利
便
性

等
に
限
ら
ず
、
そ
こ
に
住
む
人
々
が
培
っ
て
き

た
精
神
的
な
豊
か
さ
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
る
の

だ
と
改
め
て
認
識
で
き
た
渡
航
調
査
に
な
り
ま
し

た
。
大
学
在
学
中
に
、
皆
さ
ん
も
（
体
調
管
理
に

は
気
を
つ
け
て
！
）
ぜ
ひ
様
々
な
国
や
地
域
を
訪

問
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
自
身
の
興
味
関
心
の
幅

が
ぐ
っ
と
広
が
る
と
思
い
ま
す
よ
。

     42



歴史をふりかえる

寺地　功次

　

現
在
か
ら
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
あ

る
出
来
事
か
ら
何
周
年
の
記
念
日
だ
と
語

る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
2
0
1
8
年
と
い

う
年
も
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
。
ま
ず
国
際
関

係
の
歴
史
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
了

し
て
1
0
0
年
。
私
の
専
門
の
ア
メ
リ

カ
外
交
史
に
関
し
て
言
え
ば
、
世
界
史
で

誰
も
が
学
ぶ
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
14
箇
条
か
ら

も
1
0
0
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日

本
で
は
明
治
維
新
か
ら
1
5
0
年
に
な

る
。
お
隣
の
大
韓
民
国
、
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
に
つ
い
て
言
え
ば
、
現
在
の

国
家
体
制
が
成
立
し
て
70
年
に
な
る
。
但

し
大
韓
民
国
の
憲
法
に
よ
れ
ば
、
三
・
一
運

動
が
起
こ
っ
た
年
か
ら
1
0
0
年
の
来
年

2
0
1
9
年
が
建
国
1
0
0
周
年
と
な

る
よ
う
で
あ
る
。

　

い
ま
か
ら
50
年
前
の
1
9
6
8
年
も
激

動
の
年
と
言
わ
れ
た
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ

ア
で
は
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
と
呼
ば
れ
た
政

治
変
革
と
ソ
連
軍
な
ど
に
よ
る
軍
事
介
入

が
起
こ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
の
軍
事
介
入
が
激
化
す
る
な
か

で
、
ア
メ
リ
カ
世
論
や
政
府
に
大
き
な
打

撃
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
テ
ト
攻
勢
、
そ

し
て
ミ
ー
ラ
イ(

ソ
ン
ミ)

村
虐
殺
事
件
も

こ
の
年
に
起
こ
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の

五
月
危
機
。
日
本
で
も
学
生
運
動
や
ベ
ト

ナ
ム
反
戦
運
動
が
高
ま
る
な
か
で
騒
然
と

し
た
年
に
な
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
大

統
領
選
挙
の
年
だ
っ
た
が
、
4
月
に
公
民

権
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・

ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・Jr.

牧
師
、
6
月
に

ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
候
補(

故

ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
弟)

が
暗
殺
さ
れ
、
反
戦
運
動
・
学
生
運
動
の

影
響
も
あ
り
政
権
与
党
で
あ
っ
た
民
主
党

の
8
月
の
党
大
会
は
大
混
乱
と
な
っ
た
。

そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
さ
ら
に
激
化
さ

せ
た
と
も
言
え
る
共
和
党
候
補
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ニ
ク
ソ
ン
の
大
統
領
選
挙
で
の
勝
利

で
あ
る
。

　

今
年
の
3
月
、
キ
ン
グ
牧
師
の
生
ま
れ

故
郷
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
南
部
の
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
を
は
じ
め
て
訪
れ
る
機

会
が
あ
っ
た
。
暗
殺
か
ら
50
年
と
い
う
年

に
訪
れ
た
の
は
偶
然
で
は
あ
っ
た
が
、
ア

メ
リ
カ
研
究
者
と
し
て
一
度
は
訪
れ
て
み

た
い
場
所
で
あ
っ
た
。
昨
年
、
ワ
シ
ン
ト

ンDC

で
の
資
料
調
査
の
際
、
2
0
1
6

年
に
開
館
し
た
ば
か
り
の
「
国
立
ア
フ

リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
歴
史
文
化
博
物
館

(The N
ational M

useum
 of African 

Am
erican History and Culture)

」
を

訪
れ
た
。
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
に
よ
う
や
く

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
博
物
館
が
誕

生
し
た
こ
と
は
、
長
い
ア
メ
リ
カ
の
歴
史

の
な
か
で
遅
き
に
失
し
た
感
は
あ
っ
た
が
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画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
博
物
館
の

展
示
や
何
よ
り
も
多
く
の
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
の
来
場
者
の
姿
を
見
て
、
ぜ
ひ

と
も
ア
ト
ラ
ン
タ
に
も
行
っ
て
み
よ
う
と

考
え
た
次
第
で
あ
る
。
幸
い
ア
ト
ラ
ン
タ

に
は
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
大
統
領
図
書
館

も
あ
り
、
ア
ト
ラ
ン
タ
訪
問
は
自
分
の
研

究
に
お
い
て
も
大
学
で
の
ア
メ
リ
カ
研
究

関
係
の
授
業
へ
の
還
元
と
い
う
点
で
も
実

り
多
い
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
。

　

現
在
、
キ
ン
グ
牧
師
が
暮
ら
し
た
家
や

周
辺
の
建
物
、
彼
と
父
親
が
牧
師
を
務
め

た
教
会
、
墓
所
そ
し
て
博
物
館
の
あ
る

地
域
は
、
一
体
と
し
て
「
マ
ー
テ
ィ
ン
・

ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・Jr.

国
立
歴
史
公
園

(The M
artin Luther King, Jr. National 

Historical Park)

」
と
し
て
運
営
さ
れ
て

い
る
。
ど
こ
を
訪
れ
て
も
、
歴
史
の
本
で

は
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ア
フ

リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
苦
難
の
歴
史
が
、

現
実
に
は
、
は
る
か
に
想
像
を
こ
え
る
も

の
だ
っ
た
こ
と
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
ゼ
ミ
で
学
生
と
ア
メ
リ
カ
史
の

本
を
読
ん
で
も
、
自
分
が
生
ま
れ
た
年
よ

り
30
年
以
上
も
前
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ

カ
人
に
対
す
る
差
別
や
公
民
権
運
動
の
歴

史
を
知
っ
て
「
つ
い
最
近
の
ア
メ
リ
カ
で

も
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
差
別
が
あ
っ
た
の

か
」
と
い
う
感
想
を
聞
く
こ
と
は
多
い
。

ゼ
ミ
で
卒
論
の
テ
ー
マ
に
選
ぶ
学
生
も
い

る
。
そ
れ
だ
け
い
ま
の
若
い
人
々
に
と
っ

て
も
印
象
深
い
歴
史
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
「
ト
ラ
ン
プ
の
ア
メ
リ
カ
」
に
至
る
戦
後

の
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
、
最
近
の
日
本
や
近

隣
諸
国
に
お
け
る
歴
史
責
任
論
争
や
政
治

家
の
言
動
を
ふ
り
か
え
っ
て
も
、
50
年
前
、

1
0
0
年
前
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
歴
史
を
思

い
起
こ
す
こ
と
の
重
要
性
は
失
わ
れ
て
い

な
い
と
感
じ
る
。
歴
史
か
ら
ど
の
よ
う
な

教
訓
を
導
き
出
す
か
は
多
様
で
あ
る
。
し

か
し
政
治
の
世
界
の
み
な
ら
ず
教
育
の
現

場
に
お
い
て
も
歴
史
を
「
知
る
」、
歴
史
か

ら
「
学
ぶ
」
こ
と
の
大
切
さ
が
軽
視
さ
れ

つ
つ
あ
る
の
は
心
配
で
あ
る
。

The Martin Luther King, Jr. National 
Historical Park

Dr. & Mrs. King's Tomb and the 
Reflecting Pool
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女子たちが発奮し、創って儲けて、発展した共女大

西村　史子

　

1
8
8
6(

明
治
19)

年
、
東
京
・
本
郷
に
、
あ
る
私

立
学
校
の
設
立
が
認
可
さ
れ
た
。
共
立
女
子
職
業
学
校

と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
学
校
は
、
や
が
て
神
田
一
ツ
橋

に
移
転
、
共
立
女
子
学
園
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
。「
職
業

学
校
」
に
は
、
厳
密
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

一
般
的
に
は
工
員
や
職
員
に
な
る
た
め
の
実
用
的
な
技

能
や
知
識
を
授
け
る
学
校
を
指
す
。
共
立
女
子
職
業
学

校
の
入
学
資
格
は
、
尋
常
小
学
校
卒
業
あ
る
い
は
15
歳

以
上
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
現
在
で
い
え
ば
小
・
中
学
校

を
終
え
た
程
度
の
女
子
に
、
裁
縫
を
は
じ
め
職
業
訓
練

を
施
し
、
手
に
職
を
つ
け
て
収
入
を
得
ら
れ
る
よ
う
育

成
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
た
学
校
で
あ
る
こ
と
が
、
校

名
に
現
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
共
立
女
子
職
業
学
校
に
は
、
一
般
的
な
職

業
教
育
の
学
校
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
特
色
が
、
創

設
当
時
か
ら
あ
っ
た
。
普
通
の
学
校
と
は
、
な
ぜ
、
ど

の
よ
う
に
違
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
学
校
の
創
設
に
浅

か
ら
ぬ
「
因
縁
」
を
も
つ
二
人
の
文
部
省
の
人
物　

森

有
礼
（
も
り
あ
り
の
り
）
と
手
島
精
一　

を
手
が
か
り

に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　

共
立
女
子
職
業
学
校
の
創
設
に
関
わ
っ
た
発
起
人
は

29
名
、
う
ち
18
名
が
女
性
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
東
京
女

子
師
範
学
校
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
前
身
）
の
教
職

員
や
卒
業
生
た
ち
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
さ
ら
に
外
部

の
有
力
支
援
者
5
名
が
加
わ
り
、
設
置
申
請
が
な
さ
れ

て
い
る
。
前
年
の
1
8
8
5(

明
治
18)

年
は
、
日
本
で

内
閣
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
年
で
あ
る
。
伊
藤
博
文
を

首
班
と
す
る
初
め
て
の
内
閣
が
発
足
し
、
初
代
文
部
大

臣
に
森
有
礼(

1
8
4
7

－

1
8
8
9)

が
就
任
し
、
諸

学
校
令
が
制
定
さ
れ
、
近
代
日
本
の
教
育
制
度
の
骨
格

が
固
ま
っ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
共
立
女
子
職
業
学
校
は
女
性
の
自
立
を
創
設

理
念
に
掲
げ
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
裁
縫
技
能
の
習
得

を
主
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。

当
時
の
中
等
職
業
学
校
で
あ
る
徒
弟
学
校
・
実
業
学
校

（
甲
・
乙
種
）
に
相
当
す
る
課
程
に
加
え
、
そ
の
上
に

師
範
科
（
高
等
女
学
校
教
員
の
養
成
課
程
）
も
設
置
さ

れ
て
い
く
。
単
な
る
「
職
業
学
校
」
を
超
え
、
女
性
の

幅
広
い
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
す
る
志
向
を
当
初
か
ら

も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
教
職
課
程
と
い

うAP(Advanced Placem
ent　

上
位
教
育
機
関
の
教

科
・
科
目
の
設
置)

プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
備
え
た
教
育
体
制

の
策
定
に
は
、
当
然
創
設
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
東
京
女
子

師
範
学
校
の
教
員
た
ち
の
教
育
制
度
の
将
来
的
な
見
通

し
と
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
心
情
の
交
錯
が
、
色
濃
く
反

映
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
い
っ
た
い
、
官
立
の
教
員
養
成
に
携
わ
り
、
い

わ
ば
当
時
国
内
最
高
レ
ベ
ル
の
エ
リ
ー
ト
教
師
で
あ
る

彼
女
ら
・
彼
ら
が
、
な
ぜ
「
共
立
」
と
い
う
新
た
な
私

立
学
校
の
運
営
を
志
し
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
は
、
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の
後
の
学
校
運
営
の
中
核
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。「
女
子
職
業
学
校
」
に
不
釣
り
合
い
な
「
英
語
」

が
学
科
科
目
と
し
て
創
設
当
初
か
ら
置
か
れ
（
第
1
学

年
必
修
、第
2
，3
学
年
選
択　

1
8
9
3
年
に
廃
止
）、

後
に
教
職
課
程
が
付
設
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
官
立
の
師

範
学
校
へ
の
対
抗
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
も
し
森
が
こ
の
時
に
師
範
学
校
を
強

引
に
統
合
し
な
け
れ
ば
、
現
在
の
共
立
女
子
学
園
は
無

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
現
在
と

は
随
分
違
っ
た
学
校
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、
大
正
期
の
女
子
教
育
普
及
の
中
で
他
の
女

子
学
校
が
専
門
学
校
へ
と
昇
格
し
て
ゆ
く
の
を
横
目

で
睨
み
つ
つ
、
共
立
女
子
職
業
学
校
も
や
や
遅
れ
て

1
9
2
5(

大
正
14)

年
に
「
専
門
学
部
」
と
い
う
課
程

を
開
設
し
、3
年
後
に
は
そ
れ
を「
共
立
女
子
専
門
学
校
」

と
し
て
独
立
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
1
9
3
6(

昭
和
11)

年
に
は
共
立
女
子
高
等
女
学
校
（
共
立
女
子
高
等
学
校

の
前
身
）
を
新
設
し
た
。
ま
た
、
全
国
全
て
の
女
性
を

対
象
と
す
る
通
信
教
育
を
開
設
し
て
、
社
会
教
育
へ
と

手
を
広
げ
た
。
い
わ
ば
総
合
制
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
と
事

業
を
拡
大
し
て
ゆ
く
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人

物
が
、
こ
こ
で
注
目
す
る
も
う
一
人
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
、

文
部
官
僚
・
手
島
精
一(

1
8
5
0

－

1
9
1
8)

で
あ
る
。

　　

手
島
は
米
国
・
欧
州
視
察
を
通
じ
て
近
代
的
な
技
術

者
養
成
の
重
要
性
を
痛
感
、
1
8
8
1(

明
治
14)

年
の

官
立
東
京
職
工
学
校
（
東
京
工
業
大
学
の
前
身
）
の
創

設
を
主
導
し
た
。
1
8
9
0(

明
治
23)

年
、
自
ら
そ
の

校
長
に
就
任
す
る
と
、
1
8
9
7

－

98
年
に
本
省
へ
復

帰
し
た
以
外
は
、
実
に
通
算
24
年
間
に
わ
た
っ
て
そ
の

職
に
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
東
京
工
業
学
校
、
さ
ら
に
は

（
東
京
）
高
等
工
業
学
校
へ
と
改
称
を
経
て
、
短
い
期
間

の
う
ち
に
高
等
教
育
機
関
へ
と
育
て
て
い
っ
た
。
手
島

は
、
さ
ら
に
付
属
機
関
と
し
て
講
習
所
を
開
設
、
学
外

一
般
に
も
技
能
教
育
の
場
を
提
供
す
る
な
ど
し
て
、
近

代
日
本
の
中
等
教
育
に
お
け
る
技
術
者
養
成
政
策
に
大

き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
で
手
島
は
、

共
立
女
子
職
業
学
校
の
創
設
発
起
人
の
一
人
で
あ
り
、

第
２
・
４
代
校
長
を
務
め
て
い
る
（
在
職
1
8
9
1-

1
8
9
7
、
1
9
0
3

－

1
9
1
6
年
）。
日
本
の
技
能

教
育
の
振
興
に
力
を
振
る
い
、
同
時
期
に
方
や
官
立
の

男
子
校
、
方
や
私
立
の
女
子
校
の
運
営
を
担
い
、
し
か

も
両
校
を
高
等
教
育
機
関
へ
と
ブ
ー
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る

道
筋
を
つ
け
た
こ
と
は
驚
嘆
に
値
し
よ
う
。

　

共
立
女
子
職
業
学
校
で
手
島
が
行
っ
た
ユ
ニ
ー

ク
な
仕
掛
け
の
一
つ
は
、
生
徒
の
作
品
を
外
部
に

売
り
出
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
シ
カ
ゴ
万
博

(

1
8
9
3)

な
ど
国
内
外
の
博
覧
会
に
在
学
生
の
作

品
を
出
品
、
紹
介
冊
子
（
参
考
文
献
）
で
も
学
校
の

指
導
力
・
教
育
力
の
高
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
反
応

は
上
々
で
、
様
々
な
賞
を
受
け
外
国
企
業
か
ら
も
注

一
言
で
い
え
ば
森
有
礼
へ
の
反
発
か
ら
で
あ
る
。

　

森
は
英
・
米
へ
の
留
学
を
経
て
外
交
官
と
し
て
活
躍
、

伊
藤
博
文
に
見
込
ま
れ
て
帰
国
後
に
文
部
省
御
用
掛
を

経
て
、
内
閣
発
足
と
と
も
に
文
部
大
臣
に
抜
擢
さ
れ
た
。

英
語
を
公
用
語
に
し
よ
う
と
考
え
た
ほ
ど
英
語
教
育
に

熱
心
で
、
実
際
森
が
文
教
行
政
に
関
わ
っ
た
時
期
に
は
、

小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
学
校
に
英
語

の
授
業
が
導
入
さ
れ
た
。

　

ま
た
一
方
で
、
自
ら
の
主
導
す
る
教
育
の
あ
り
方
を

実
現
さ
せ
る
た
め
、
既
存
組
織
の
改
変
に
も
辣
腕
を
振

る
っ
た
。
人
々
が
長
年
努
力
を
重
ね
て
築
い
て
き
た
学

校
で
あ
っ
て
も
、
森
の
進
め
る
強
力
な
改
革
の
例
外
に

は
な
ら
な
か
っ
た
。
1
8
7
4(

明
治
7)

年
創
設
の
東

京
女
子
師
範
学
校
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
最
初

の
官
立
女
子
師
範
学
校
で
あ
り
、
女
子
教
育
の
い
わ
ば

頂
点
に
あ
っ
た
同
校
は
、1
8
8
5(

明
治
18)

年
に
あ
っ

け
な
く
東
京
師
範
学
校
に
吸
収
統
合
さ
れ
、
そ
の
「
女

子
部
」
と
な
る
（
こ
の
状
況
は
、
5
年
後
に
「
女
子
高

等
師
範
学
校
」
と
し
て
再
び
独
立
す
る
ま
で
続
く
。
森

暗
殺
の
翌
年
）。「
女
子
部
」
格
下
げ
に
伴
っ
て
、
教
員

の
一
部
は
降
格
を
強
い
ら
れ
た
り
、
東
京
高
等
女
学
校

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
の
前
身
）

へ
の
転
属
を
迫
ら
れ
た
り
し
た
。
森
文
相
に
煮
え
湯
を

飲
ま
せ
ら
れ
た
こ
う
し
た
教
員
た
ち
が
、
在
野
で
の
新

た
な
教
育
を
志
し
て
共
立
女
子
職
業
学
校
に
集
い
、
そ
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＊無断コピーを禁じます。

文
を
受
け
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
ま
た
、
生
徒
が
製
作
し

た
手
芸
・
工
芸
品
を
学
校
バ
ザ
ー
で
販
売
さ
せ
、
そ
の

収
益
を
学
校
が
生
徒
名
義
で
貯
金
し
、
卒
業
時
に
手
渡

す
と
い
う
仕
組
み
を
導
入
し
た
。「
技
術
の
習
得
に
よ
っ

て
収
入
が
得
ら
れ
る
＝
自
立
の
実
感
」
を
狙
っ
て
の
こ

と
だ
と
い
う
。
ま
た
、
三
越
呉
服
店
（
三
越
伊
勢
丹
の

前
身
）
へ
の
委
託
販
売
も
行
っ
た
。
そ
の
技
術
や
作
品

は
当
時
の
日
本
の
ト
ッ
プ
モ
ー
ド
と
呼
べ
る
も
の
で
、

学
校
は
皇
室
の
求
め
に
応
じ
て
献
上
も
し
て
い
る
。
国

際
的
に
活
躍
で
き
上
流
階
級
相
手
に
仕
事
を
す
る
職
業

婦
人
の
輩
出
。
華
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
雰
囲
気
の
一
端

は
、
そ
の
頃
に
学
校
が
記
念
行
事
の
際
な
ど
に
作
成
し

て
い
た
絵
葉
書
な
ど
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

す
べ
て
エ
ン
ボ
ス
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　　
学
校
で
学
ん
だ
知
識
や
技
術
を
用
い
、
最
先
端
で
最

高
の
も
の
を
創
っ
て
認
め
ら
れ
、
在
学
中
か
ら
収
入
を

得
、
経
済
的
・
社
会
的
自
立
を
目
指
す
。
そ
ん
な
女
性

を
育
て
る
。
あ
ら
た
め
て
本
学
の
教
育
理
念
を
し
か
と

受
け
止
め
た
い
。
21
世
紀
に
入
り
、
日
本
で
は
高
収
入

の
女
性
が
高
収
入
の
配
偶
者
に
恵
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る

と
い
う
。「
良
妻
賢
母
」
の
良
は
、
今
や
稼
得
力
を
加
味

し
て
の
評
定
ら
し
い
。
学
生
に
は
、
伝
統
を
引
継
ぎ
活

躍
し
て
ほ
し
い
。

（
参
考
文
献
）

『
共
立
女
子
学
園
百
年
史
』　
ぎ
ょ
う
せ
い

　
1
9
8
6
年

『
共
立
女
子
学
園
百
三
十
年
史
』　
ぎ
ょ
う
せ
い

　

2
0
1
6
年

三
好
信
浩
『
手
島
精
一
と
日
本
工
業
教
育
発
展
史
』　
風
間

書
房

　
1
9
9
9
年

橘
木
俊
詔
・
迫
田
さ
や
か
『
夫
婦
格
差
社
会—

二
極
化
す

る
結
婚
の
か
た
ち
』　
中
央
公
論
新
社

　
2
0
1
3
年

The Japanese W
om

an’s Com
m

ission, “JAPANESE 
W

OM
EN,” A.C. M

cClug

　&Com
pany, Chicago, 1893

https://archive.org/details/cu31924023437647/
page/n9
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2018 年アンジェ・カトリック大学
フランス語研修を引率して

辻山　ゆき子

　
今
年
の
夏
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
ジ
ェ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
大
学
に
語
学
研
修
の
引
率
を
し
た
。

久
し
ぶ
り
の
学
生
と
一
緒
の
フ
ラ
ン
ス
旅
行

だ
っ
た
。
い
つ
も
は
、
自
分
の
興
味
関
心
か
ら

フ
ラ
ン
ス
社
会
の
一
側
面
、
移
民
出
身
の
人
々
、

社
会
的
格
差
と
統
合
、
そ
ん
な
テ
ー
マ
を
求
め

て
フ
ラ
ン
ス
へ
行
く
が
、
今
回
は
ま
っ
た
く
別

の
視
点
か
ら
、
学
生
時
代
に
戻
っ
て
フ
ラ
ン
ス

を
見
直
す
機
会
に
な
っ
た
。

　　
ア
ン
ジ
ェ
は
、
パ
リ
の
南
西
に
位
置
し
て

TGV
で
お
よ
そ
2
時
間
の
小
さ
な
町
だ
。
ロ

ワ
ー
ル
河
流
域
の
こ
の
一
帯
は
「
フ
ラ
ン
ス
の

庭
」
と
呼
ば
れ
、
中
世
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
に
建

て
ら
れ
た
美
し
い
古
城
が
点
在
し
て
い
る
。
ア

ン
ジ
ェ
も
そ
の
ひ
と
つ
。
現
在
、
標
準
語
と
さ

れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
が
生
ま
れ
た
の
が
こ
の
地
域

な
の
で
、
土
地
の
人
々
の
話
す
言
葉
に
訛
り
が

な
い
。

　
8
月
6
日
の
早
朝
、
羽
田
空
港
に
集
合
。
ト

ラ
ブ
ル
な
く
搭
乗
、直
行
便
で
シ
ャ
ル
ル
ド
ゴ
ー

ル
に
着
き
、
そ
の
ま
ま
全
員
バ
ス
で
ア
ン
ジ
ェ

ま
で
無
事
に
到
着
し
た
。
途
中
で
寄
っ
た
ド
ラ

イ
ブ
イ
ン
は
、
私
の
知
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
の
な
か
で
は
と
て
も
小
奇
麗
な

ほ
う
で
、
内
心
び
っ
く
り
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
が

き
れ
い
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
旅
行
社
が

気
を
遣
っ
て
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
を
選
ん
で
く
れ
た

の
か
。

　
ア
ン
ジ
ェ
の
寮
に
は
夜
9
時
過
ぎ
に
入
っ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
女
子
寮
で
落
ち
着
い
た
優
し
い

雰
囲
気
だ
。
と
な
り
に
は
中
世
の
も
の
か
と
思

わ
せ
る
古
い
礼
拝
堂
、
奥
に
は
修
道
院
が
あ
る

よ
う
だ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
学
生
に
と
っ
て

は
異
文
化
か
も
し
れ
な
い
が
、
治
安
の
良
い
環

境
に
、
落
ち
着
い
た
家
庭
的
な
雰
囲
気
、
文
化

的
な
シ
ョ
ッ
ク
も
少
な
く
居
心
地
が
良
い
に
違

い
な
い
。
学
生
た
ち
に
は
と
て
も
良
い
と
安
心

し
た
。

　
翌
7
日
の
朝
、
学
生
た
ち
は
時
差
ぼ
け
も
な

く
、
朝
一
番
に
、
夏
季
フ
ラ
ン
ス
語
講
習
会
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
に
全
員
が
元
気
に
参
加
し
た
。
夏
期

講
習
の
責
任
者
の
モ
ラ
ン
先
生
の
挨
拶
、チ
ュ
ー

タ
ー
6
名
（
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
養
成
課
程
修
士

学
生
）
と
事
務
ス
タ
ッ
フ
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
。

8
月
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
夏
期
講
習
の
参
加
者
学

生
は
全
部
で
、
世
界
中
1
1
0
人
22
カ
国
か
ら

来
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
年
配
の
ア
メ

リ
カ
人
の
女
性
た
ち
。
元
気
な
中
国
か
ら
の
留

学
生
。
様
々
な
人
々
が
い
た
。
本
学
の
学
生
た

ち
も
、
こ
の
間
に
混
ざ
っ
て
1
ヶ
月
を
過
ご
す

こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
か
ら
は
、
東
京
近
郊
の

4
つ
ほ
ど
の
女
子
大
学
か
ら
、
ま
た
企
業
か
ら

派
遣
さ
れ
て
き
た
社
会
人
な
ど
の
姿
も
あ
っ
た
。

　
そ
の
日
は
、
そ
の
ま
ま
振
り
分
け
テ
ス
ト
が

行
わ
れ
た
。
到
着
翌
日
に
ク
ラ
ス
分
け
の
試
験

が
行
わ
れ
る
の
は
厳
し
い
と
学
生
た
ち
は
嘆
い

て
い
た
が
、
実
力
が
そ
の
ま
ま
現
れ
る
ほ
う
が
、

む
し
ろ
良
い
。
自
分
に
あ
っ
た
ク
ラ
ス
に
入
る

の
が
大
事
だ
。
昼
食
は
、
大
学
の
食
堂
で
出
し

て
も
ら
い
、
フ
ラ
ン
ス
人
チ
ュ
ー
タ
ー
も
学
生

た
ち
の
間
に
入
っ
て
食
事
を
共
に
し
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
学
食
の
食
事
は
、
質
素
で
も
所
謂

コ
ー
ス
の
形
式
で
て
く
る
の
が
面
白
い
。
ま
ず
、

野
菜
中
心
の
前
菜
、
次
に
肉
か
魚
の
メ
イ
ン
料

理
と
付
け
合
せ
、
最
後
に
果
物
や
ヨ
ー
グ
ル
ト

な
ど
の
デ
ザ
ー
ト
。
日
本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
料

理
の
コ
ー
ス
と
い
え
ば
贅
沢
と
思
う
が
、
こ
れ

が
フ
ラ
ン
ス
の
日
常
の
文
化
な
の
だ
と
分
か
る
。

前
菜
、
メ
イ
ン
と
付
け
合
せ
、
デ
ザ
ー
ト
。
必

ず
こ
の
順
序
で
出
て
く
る
。
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
形
式

で
最
初
に
一
度
に
取
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
た

ち
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
順
番
に
食
べ
て
行
く
。

世
界
中
か
ら
や
っ
て
き
た
学
生
の
間
に
入
っ
て

食
事
を
し
て
い
る
チ
ュ
ー
タ
ー
た
ち
は
、
フ
ラ

ン
ス
語
の
不
自
由
な
学
生
た
ち
に
一
生
懸
命
に

話
し
か
け
て
い
た
。
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そ
の
後
、
授
業
が
滑
り
出
す
と
、
本
学
の

学
生
た
ち
は
昼
間
は
熱
心
に
学
校
に
通
い
、

夕
方
は
買
い
物
を
し
て
当
番
で
寮
で
夕
食
を

作
る
な
ど
し
て
ア
ン
ジ
ェ
の
生
活
に
慣
れ
て

い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
小
さ
な
ト
ラ
ブ
ル
は

あ
る
。
お
財
布
を
置
き
忘
れ
て
日
本
円
に
し

て
1
万
円
ほ
ど
抜
か
れ
た
り
、
日
本
か
ら

持
っ
て
い
っ
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
使
え

な
く
て
青
く
な
っ
た
り
、w

ifi

が
な
か
な
か

つ
な
が
ら
な
く
て
、
日
本
の
家
族
と
連
絡
が

と
れ
な
い
等
。
初
め
て
の
海
外
の
長
期
滞
在

だ
と
、
こ
う
し
た
出
来
事
に
神
経
を
す
り
減

ら
す
。

　
授
業
の
内
容
は
分
か
っ
て
も
、
先
生
や
ク

ラ
ス
メ
イ
ト
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

難
し
い
と
感
じ
る
。
分
か
っ
て
い
る
の
に
そ

れ
を
い
え
な
い
。
分
か
ら
な
い
こ
と
を
分
か

ら
な
い
と
い
え
な
い
。
日
本
の
教
室
な
ら
問

題
に
せ
ず
に
授
業
を
受
け
ら
れ
る
の
に
、
フ

ラ
ン
ス
の
先
生
が
相
手
だ
と
難
し
い
。
あ
る

意
味
、
こ
れ
は
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
異
文
化
の
壁
だ
。
学
生
た
ち
は
、
1
ヶ
月

ア
ン
ジ
ェ
に
滞
在
し
、
わ
た
し
は
学
生
た
ち

が
生
活
の
慣
れ
る
ま
で
の
1
週
間
を
付
き

添
っ
た
。
1
週
間
後
に
は
ア
ン
ジ
ェ
を
後
に

し
た
が
、
帰
国
後
に
話
を
聞
く
と
、
や
が
て

アンジェ・カトリック大学本館

聞
き
取
り
に
も
な
れ
て
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
周
囲

に
同
じ
悩
み
を
共
有
で
き
る
仲
間
が
い
る
こ

と
が
、
こ
の
よ
う
な
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
乗
り
越
え
る
に
は
大
切
だ
と
思
う
。

　
ア
ン
ジ
ェ
は
治
安
が
良
く
過
ご
し
や
す
い
。

史
跡
も
多
く
、
美
し
い
町
で
あ
る
。
寮
、
大

学
、
町
の
中
心
を
徒
歩
で
回
る
こ
と
が
で
き
、

生
活
も
便
利
で
あ
る
。
現
実
の
フ
ラ
ン
ス
は
、

貧
富
の
格
差
が
あ
り
治
安
の
良
く
な
い
地
域

も
多
い
。
し
か
し
、ア
ン
ジ
ェ
は
学
生
の
持
っ

て
い
る
美
し
い
豊
か
な
フ
ラ
ン
ス
の
イ
メ
ー

ジ
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
、不
安
が
な
か
っ

た
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
こ
の
研
修
に
参
加
し
て
、
自
分
が
学
生
時

代
に
参
加
し
た
ト
ゥ
ー
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
研

修
を
思
い
出
し
た
。
も
う
、
何
十
年
も
前
の

こ
と
だ
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
人
の
学
生
が
フ

ラ
ン
ス
は
な
ん
で
な
ん
で
も
こ
ん
な
に
古
風

な
の
か
と
怒
っ
て
い
た
。
オ
ー
ブ
ン
や
洗
濯

機
の
使
い
方
だ
っ
た
ろ
う
か
。
自
動
販
売
機

は
お
釣
が
で
な
い
、
あ
ち
こ
ち
が
汚
い
。
そ

う
い
え
ば
、
今
回
の
旅
行
で
コ
イ
ン
ラ
ン
ド

リ
ー
を
使
っ
た
が
、
ア
ン
ジ
ェ
の
コ
イ
ン
ラ

ン
ド
リ
ー
が
綺
麗
で
使
い
や
す
く
、
お
釣
り

も
ち
ゃ
ん
と
出
て
く
る
こ
と
に
感
動
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
が
進
歩
し
た
の
か
、
ア
ン
ジ
ェ
が

特
別
な
の
か
。
両
方
か
も
し
れ
な
い
。

　
私
の
学
生
時
代
に
語
学
研
修
に
い
っ
た
町

ト
ゥ
ー
ル
は
ア
ン
ジ
ェ
と
同
じ
く
ロ
ワ
ー
ル

渓
谷
に
位
置
す
る
。
ア
ン
ジ
ェ
の
人
口
は
約

15
万
人
。
ト
ゥ
ー
ル
は
約
13
万
人
。
同
じ
よ

う
な
田
舎
町
だ
が
、
ト
ゥ
ー
ル
は
ロ
ワ
ー
ル

渓
谷
の
古
城
巡
り
ツ
ア
ー
の
基
地
で
も
あ
り
、

夏
は
た
い
へ
ん
賑
や
か
だ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

ア
ン
ボ
ワ
ー
ズ
城
、
ア
ゼ
＝
ル
＝
リ
ド
ー
城
、

ブ
ロ
ワ
城
、
シ
ャ
ン
ボ
ー
ル
城
、
シ
ュ
ノ
ン

ソ
ー
城
な
ど
へ
観
光
バ
ス
が
出
発
す
る
。
学

校
が
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
を
企
画
し
て
く
れ

た
の
か
、
私
も
友
だ
ち
と
一
緒
に
古
城
め
ぐ

り
の
ツ
ア
ー
に
乗
っ
た
の
は
良
い
思
い
出
だ
。

優
雅
な
城
の
佇
ま
い
、
ま
た
周
囲
の
穏
や
か

な
自
然
の
美
し
さ
に
び
っ
く
り
し
た
。
き
れ

い
に
整
え
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
式
庭
園
、
木
漏

れ
日
の
中
で
聞
く
小
鳥
の
声
、
水
に
映
え
た

シ
ュ
ノ
ン
ソ
ー
城
の
美
し
さ
。
フ
ラ
ン
ス
は

変
わ
ら
な
い
国
な
の
で
、
き
っ
と
い
ま
で
も

同
じ
よ
う
な
美
し
さ
だ
ろ
う
。

　
私
自
身
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
出
身
の

人
々
、
差
別
、
格
差
、
貧
困
、
こ
れ
を
乗
り

越
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
努
力
、
そ
う
し
た

も
の
に
関
心
が
あ
る
。
で
も
、
も
と
も
と
の

フ
ラ
ン
ス
文
化
の
持
っ
て
い
る
豊
か
さ
、
美

し
さ
、
繊
細
さ
、
こ
れ
は
本
当
に
魅
力
が
あ

る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
豊
か
さ
が
、
社
会

の
変
化
も
受
け
入
れ
て
い
く
懐
の
深
さ
と

な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
ン
ジ
ェ

の
夏
季
語
学
研
修
は
、
ア
ン
ジ
ェ
の
土
地
柄
、

ま
た
大
学
の
環
境
も
あ
い
ま
っ
て
、
学
生
が

伝
統
的
な
し
か
し
日
常
的
な
フ
ラ
ン
ス
の
魅

力
に
触
れ
ら
れ
る
良
い
機
会
だ
っ
た
と
思
う
。
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夢なき人の職業選択　
– こんな職業選択の仕方もあります -

西村　めぐみ

　「
あ
な
た
の
夢
は
何
で
す
か
?
」 

　
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
将
来
就
き
た
い

職
業
を
答
え
る
こ
と
が
日
本
で
は
暗
黙
裡
に
要

求
さ
れ
て
い
る
。「
ま
だ
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

将
来
こ
れ
と
い
っ
て
就
き
た
い
職
業
が
な
か
っ

た
私
は
、
ま
た
、
夢
な
き
人
と
し
て
分
類
さ
れ

る
回
数
が
1
回
増
え
て
い
く
。

　
高
校
、
大
学
で
、
将
来
就
き
た
い
職
業
が
決

め
ら
れ
な
い
人
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
。
た

だ
、
私
の
場
合
は
、
本
当
に
ヒ
ド
か
っ
た
。
大

学
を
卒
業
し
て
2
年
後
、
大
学
院
の
修
士
課

程
で
、
学
業
成
績
が
全
く
パ
ッ
と
し
な
い
状
況

下
に
あ
っ
て
は
、
経
済
学
研
究
を
続
け
る
道
を

諦
め
て
、
民
間
企
業
に
就
職
す
る
と
い
う
選
択

肢
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
と
当
時
の
私

も
さ
す
が
に
思
っ
た
。
し
か
し
、
恐
ろ
し
く
似

合
わ
な
い
リ
ク
ル
ー
ト
ス
ー
ツ
を
買
い
、
ウ
ェ

ブ
の
適
正
試
験
を
1
社
受
験
し
、
見
事
に
速
攻

で
落
ち
た
後
、
や
は
り
自
分
は
ま
だ
も
う
少
し

経
済
学
の
研
究
を
続
け
た
い
と
い
う
正
直
な
心

の
声
が
聞
こ
え
た
こ
と
を
言
い
訳
に
し
て
、
民

間
企
業
へ
の
就
職
を
早
々
と
断
念
し
、
研
究
の

道
へ
戻
っ
た
。
通
常
、
大
学
院
に
進
学
し
、
民

間
企
業
へ
の
就
職
と
い
う
選
択
肢
を
無
く
す
と
、

「
そ
の
学
問
の
研
究
者
に
な
る
」
と
い
う
職
業
の

選
択
肢
し
か
ほ
ぼ
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
経
済
学
の
研
究
者
に
な
る
こ
と
を

目
指
す
と
い
う
決
断
を
す
る(

夢
を
も
つ)

こ
と

が
私
に
は
ど
う
し
て
も
出
来
ず
、
夢
な
き
人
の

ま
ま
で
い
た
。

　
そ
の
後
、
さ
ら
に
3
年
が
経
過
し
て
大
学
院

博
士
課
程
に
な
っ
て
も
、
私
は
相
変
わ
ら
ず
夢

な
き
人
の
ま
ま
で
あ
り
、
友
人
曰
く
「
将
来
ど

こ
の
海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
な
る
の
か
も

分
か
ら
な
い
」
浮
草
の
よ
う
な
状
態
で
、
ダ
ラ

ダ
ラ
研
究
を
続
け
て
い
る
人
生
を
歩
み
続
け
て

い
た
。

　
研
究
を
し
て
い
て
も
全
く
何
の
業
績
も
出
な

い
、
蝶
で
言
え
ば
蛹
の
よ
う
な
日
々
を
送
っ
て

い
た
私
だ
っ
た
が
、
蛹
時
代
を
終
わ
ら
せ
る
環

境
が
、
自
力
で
は
な
く
周
り
の
力
で
整
え
ら
れ

て
い
っ
た
。
ま
ず
、
大
学
・
大
学
院
の
恩
師
の

お
陰
で
、
経
済
学
を
鍛
え
な
お
す
た
め
の
ア
メ

リ
カ
の
大
学
院
の
博
士
課
程
へ
の
留
学
が
実
現

し
、
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
留
学
先
で
、
テ
ィ
ー

チ
ン
グ
ア
シ
ス
タ
ン
ト(TA)

と
、
大
学
院
生
非

常
勤
講
師(GPTI)

と
い
う
仕
事
に
出
会
っ
た
。

TA

・GPTI

と
い
う
仕
事
は
、
大
学
院
生
が
授
業
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お
か
げ
で
、
経
済
学
を
教
え
る
仕
事
は
面
白
い!

と
し
み
じ
み
感
じ
る
自
分
が
い
た
。

　
そ
し
て
、
い
つ
し
か
自
然
と
、
恩
師
の
方
々

の
お
陰
で
入
学
し
た
大
学
院
で
、
学
費
を
賄
う

た
め
に
大
学
か
ら
た
ま
た
ま
与
え
ら
れ
た
「
経

済
学
を
研
究
し
な
が
ら
教
え
る
」
と
い
う
仕
事

が
、
私
の
将
来
就
き
た
い
職
業
と
な
り
、
よ
う

や
く
夢
な
き
人
状
態
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
あ
る
。

　
み
な
さ
ん
の
中
に
も
、
か
つ
て
の
私
と
同
じ

よ
う
に
将
来
就
き
た
い
職
業
が
決
め
ら
れ
ず
に

悩
ん
で
い
る
方
は
お
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か? 

も

し
、
お
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
か
余
り
悩
ま

な
い
で
欲
し
い
。
世
の
中
に
は
、
最
初
か
ら
こ

の
職
業
に
就
き
た
い!

と
思
っ
て
そ
の
目
標
に

邁
進
す
る
人
も
い
れ
ば
、
私
の
よ
う
に
や
め
ら

れ
な
い
も
の
を
ダ
ラ
ダ
ラ
と
続
け
る
う
ち
に
、

完
全
に
他
力
で
、
就
き
た
い
と
心
か
ら
思
え
る

職
業
に
出
会
わ
せ
て
も
ら
え
る
ケ
ー
ス
も
存
在

す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
就
き
た

い
職
業
を
自
力
で
探
す
努
力
を
や
め
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
主
張
を
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。

た
だ
、
自
分
が
就
き
た
い
職
業
に
出
会
う
方
法

は
、
自
力
で
見
つ
け
る
と
い
う
方
法
以
外
に
も

存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
肩
の
力
を
抜
い
て
、
少

し
気
持
ち
を
楽
に
し
て
、
自
分
の
就
き
た
い
職

業
を
探
し
て
ほ
し
い
と
願
う
だ
け
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
も
う
1
つ
、
職
業
を
選
択
す
る

際
に
、
自
分
に
そ
の
職
業
に
就
く
だ
け
の
才
能

が
あ
る
か
、
そ
の
職
業
に
向
き
か
不
向
き
か
に

つ
い
て
も
、
余
り
深
く
悩
ま
な
い
で
、
自
分
が

こ
れ
ぞ
と
思
っ
た
仕
事
に
飛
び
込
ん
で
欲
し
い
。

人
前
で
話
す
の
が
得
意
で
な
く
、
明
ら
か
に
教

員
に
不
向
き
で
、
経
済
学
の
才
能
も
な
い
が
、

経
済
学
を
研
究
す
る
こ
と
、
教
え
る
こ
と
が
好

き
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
経
済
学
の
教

員
に
な
っ
た
私
と
い
う
事
例
が
あ
る
か
ら
で
は

な
く
、
た
と
え
、
最
初
に
自
分
が
就
い
た
仕
事

が
自
分
の
本
来
就
く
べ
き
仕
事
と
は
違
っ
た
と

し
て
も
、
ど
の
経
験
も
決
し
て
無
駄
で
は
な
く
、

あ
な
た
の
強
力
な
武
器
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。
長
々
と
個
人
的
な
経
験
を
書
き
散
ら
し

た
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
み
な
さ
ん
の

職
業
選
択
の
重
圧
を
少
し
で
も
軽
く
す
る
こ
と

が
出
来
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

減
額
+
少
額
の
給
与
の
見
返
り
に
大
学
か
ら
自

動
的
に
与
え
ら
れ
る
仕
事
で
、TA

は
、
正
規
の

授
業
の
補
助
的
授
業
で
あ
る
演
習
を
担
当
す
る

の
に
対
し
、GPTI

は
正
規
の
授
業
を
教
え
る
と

い
う
仕
事
を
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

　
人
前
で
話
す
こ
と
が
苦
手
な
私
に
、
授
業
料

減
額
と
引
き
換
え
に
大
学
院
か
ら
与
え
て
も

ら
っ
た
「
大
学
院
生
と
し
て
経
済
学
を
研
究
し

な
が
ら
教
え
る
」
と
い
う
こ
れ
ら
の
仕
事
、
最

悪
な
組
み
合
わ
せ
に
思
え
た
が
、
や
っ
て
み
た

ら
意
外
な
こ
と
に
実
に
面
白
い
。

　
高
校
卒
業
後
間
も
な
い
ア
メ
リ
カ
の
大
学
生

2
0
0
人
以
上
が
座
る
教
室
に
入
っ
た
最
初
の

瞬
間
は
本
当
に
生
き
た
心
地
が
正
直
し
な
い
し
、

こ
ち
ら
の
教
え
方
が
少
し
で
も
マ
ズ
イ
と
教
室

を
学
生
が
次
々
と
退
出
し
て
い
く
の
で
ガ
ッ
ク

リ
落
ち
込
む
こ
と
も
何
十
回
、何
百
回
。し
か
し
、

こ
ち
ら
が
面
白
い
と
思
う
こ
と
が
相
手
に
伝
わ

る
瞬
間
、
学
期
が
終
わ
っ
た
後
のThank you 

letter

、
授
業
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
に
心
を
込
め
て

書
い
て
く
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
そ
し
て
心
温
か

い
学
生
た
ち(

授
業
後 

魚
の
複
数
形
はFishes

で
な
くFish

で
す
よ
と
コ
ッ
ソ
リ
教
え
て
く
れ

た
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
。)

　
が
い
た
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ランペドゥーサ再訪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　八十田　博人

　

昨
年
、
こ
の
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
ー
に
書
い
た
イ
タ
リ
ア
最
南
端

の
離
島
、
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
島
に
つ
い
て
、
別
の
視
点
か
ら
も

う
一
度
、
書
き
た
い
。

　
「
移
民
の
到
着
す
る
島
」
と
し
て
知
ら
れ
た
こ
と
で
、
ラ
ン
ペ

ド
ゥ
ー
サ
は
い
ろ
い
ろ
な
思
惑
の
交
錯
す
る
島
と
な
っ
た
。
港

の
近
く
の
風
の
強
い
岬
に
2
0
0
8
年
に
で
き
た
の
が
、「
ラ

ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
の
門
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
門
」
と
い
う
高
さ
5
メ
ー

ト
ル
、
幅
3
メ
ー
ト
ル
の
オ
ブ
ジ
ェ
で
あ
り
、
こ
れ
を
写
し
た

写
真
が
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
に
関
す
る
本
の
表
紙
な
ど
に
多
く
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
建
て
た
の
は
ア
マ
ー
ニ
財
団
と
い
う
ア

フ
リ
カ
系
移
民
を
支
援
す
るNGO

で
、
彫
刻
家
の
ミ
ン
モ
・
パ

ラ
デ
ィ
ー
ノ
が
制
作
し
た
。
こ
れ
は
、
海
に
沈
ん
だ
名
も
な
い

移
民
た
ち
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
歓
待
の
気
持
ち
を
忘
れ
な

い
た
め
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。（
写
真
１
）
特
に
多
数
の
移

民
が
死
ん
だ
2
0
1
3
年
10
月
3
日
の
事
故
を
偲
ん
で
、
毎

年
10
月
3
日
に
は
移
民
問
題
を
考
え
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
こ
こ

で
行
わ
れ
る
。
他
に
も
、
島
内
に
は
移
民
や
海
を
思
わ
せ
る
様
々

な
ア
ー
ト
が
あ
る
。（
写
真
２
）

写真 1 写真 2

　

2
0
1
3
年
か
ら
2
0
1
6
年
ま
で
の
移
民
・
難
民
の
急
増

期
に
は
、
ジ
ュ
ゼ
ッ
ピ
ー
ナ
（
ジ
ュ
ー
ズ
ィ
）・
ニ
コ
リ
ー
ニ
と

い
う
中
道
左
派
の
女
性
町
長
が
積
極
的
に
移
民
支
援
に
乗
り
出

し
、
ロ
ー
マ
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
も
島
を
訪
れ
、
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー

サ
は
移
民
を
「
歓
待
す
る
島
」
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
た
。

ニ
コ
リ
ー
ニ
は
、「
女
性
の
自
由
の
た
め
の
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
賞
」

や
、
ユ
ネ
ス
コ
の
「
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ウ
フ
ェ
＝
ボ
ワ
ニ
平
和
賞
」

を
受
賞
し
、
民
主
党
の
全
国
中
執
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
地
元

の
人
が
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
島
民
が
諸
手
を
あ
げ

て
移
民
を
歓
迎
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
後
、
ニ
コ
リ

ー
ニ
は
2
0
1
7
年
の
町
長
選
挙
で
は
三
位
に
沈
ん
だ
。
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こ
の
島
の
日
常
に
つ
い
て
も
書
こ
う
。
２
度
目
に
行
っ

た
の
は
、
2
0
1
7
年
の
夏
だ
っ
た
。
こ
の
島
の
主
た

る
産
業
は
、
夏
季
の
リ
ゾ
ー
ト
と
マ
リ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
で

あ
る
。
こ
の
島
の
海
は
大
変
美
し
く
（
写
真
３
）、
6
月

か
ら
10
月
ま
で
泳
げ
る
気
候
の
良
さ
を
利
用
し
、
こ
の

５
か
月
で
１
年
分
稼
ぐ
よ
う
な
ホ
テ
ル
（
写
真
４
）
や

B&B

、
釣
船
、
飲
食
店
が
多
く
、
冬
季
は
町
に
閑
古
鳥
が

鳴
く
。
大
統
領
が
開
館
セ
レ
モ
ニ
ー
に
訪
れ
た
地
中
海

考
古
学
博
物
館
も
、
写
真
パ
ネ
ル
展
示
が
中
心
の
小
さ
な
島

の
歴
史
ア
ー
カ
イ
ブ
も
、
夏
季
は
開
か
れ
て
い
る
が
、
冬
季

は
閉
鎖
さ
れ
る
。

写真 5写真 6

　

小
さ
な
中
心
街
の
目
抜
き
通
り
は
「
ロ
ー
マ
通
り
」
と
い

う
一
本
道
だ
が
、
冬
季
は
休
業
も
多
い
の
に
、
夏
季
は
夜
中

の
12
時
近
く
ま
で
店
舗
が
開
い
て
い
る
（
写
真
５
）。
広
場
で

は
夕
刻
か
ら
歌
手
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
が
ラ
イ
ブ
を
行
っ
て
い

る
。
聴
い
て
み
た
が
、
な
に
や
ら
中
東
風
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と

歌
詞
で
、
初
老
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
が
そ
れ
に
合
わ
せ
て
器
用

に
踊
っ
て
い
た
（
写
真
６
）。

　

３
度
目
に
訪
れ
た
2
0
1
8
年
の
春
に
は
、
港
が
見
渡
せ

る
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
て
み
た
（
写
真
７
）。
し
か
し
、
あ
い
に

く
の
雨
の
中
、
ホ
テ
ル
か
ら
約
束
し
て
い
た
は
ず
の
迎
え
が

空
港
に
来
な
い
。
タ
ク
シ
ー
な
ど
は
い
な
い
小
さ
な
空
港
で

あ
る
。
白
タ
ク
の
お
じ
さ
ん
に
声
を
掛
け
ら
れ
、
多
少
高
く

て
も
い
い
や
と
思
っ
て
、
乗
る
こ
と
を
決
め
る
と
、
で
き
る

だ
け
長
く
乗
せ
て
稼
ぎ
た
い
ら
し
く
、
島
内
の
ど
こ
で
も
連

れ
て
行
く
と
い
う
。
ち
ょ
う
ど
車
が
な
い
と
見
ら
れ
な
い
場

所
が
幾
つ
か
あ
っ
た
の
で
、
金
を
は
ず
み
、
島
を
一
周
す
る

こ
と
に
し
た
。
こ
の
お
じ
さ
ん
は
実
は
車
の
オ
ー
ナ
ー
で
も

な
い
ら
し
く
、
途
中
に
寄
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
っ
て
、
あ

る
民
家
の
軒
先
で「
用
が
で
き
た
か
ら
、も
う
半
日
借
り
る
よ
」

な
ど
と
言
っ
て
い
た
。

写真 3

写真 4
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写真 7

　

車
が
あ
れ
ば
、
2
時
間
も
あ
れ
ば
一
通
り
見
て
回
れ
る
島

で
あ
る
。
や
は
り
、
蛇
の
道
は
蛇
で
、
過
去
２
回
に
自
分
で

は
た
ど
り
着
か
な
か
っ
た
移
民
の
受
け
入
れ
セ
ン
タ
ー
が
見

下
ろ
せ
る
場
所
に
も
行
け
た
（
写
真
８
）。
町
か
ら
や
や
離
れ

た
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
岩
山
の
中
に
あ
り
、
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
に

も
出
て
い
る
が
、
う
ま
く
見
下
ろ
せ
る
場
所
が
自
分
だ
け
で

は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
の
様
子
ま
で
は
分

か
ら
な
か
っ
た
が
、
係
員
と
思
し
き
人
と
ア
フ
リ
カ
系
の
移

民
が
話
し
て
い
る
様
子
が
見
え
た
。

　

人
が
住
ん
で
い
な
い
島
の
西
端
に
置
く
と
、旧NATO

レ
ー

ダ
ー
基
地
の
近
く
に
移
民
た
ち
が
乗
っ
て
き
た
船
の
残
骸
の

置
き
場
が
あ
る
。ま
だ
船
の
周
り
に
救
命
具
な
ど
が
散
ら
ば
っ

て
い
る
（
写
真
９
）。
船
は
こ
こ
に
一
時
的
に
置
か
れ
て
い
る

が
、
シ
チ
リ
ア
本
島
に
移
し
て
破
壊
処
理
す
る
ら
し
い
。

写真 8写真 9

　

今
は
集
落
の
な
い
と
こ
ろ
に
も
昔
の
農
民
の
石
造
り
の
家

が
残
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
は
レ
ン
タ
ル
の
小
別
荘
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
な
か
で
、
ど
こ
に
い
て
も
人
間
は
面

白
い
こ
と
を
す
る
も
の
だ
な
と
思
っ
た
の
は
、
誰
も
い
な
い

島
の
中
央
部
に
「
東
京
ま
で
１
万
キ
ロ
」
な
ど
と
世
界
各
地

ま
で
の
距
離
を
書
い
た
、
わ
が
国
際
学
部
の
ラ
ウ
ン
ジ
に
も

置
い
て
あ
る
よ
う
な
プ
レ
ー
ト
を
誰
か
が
作
っ
て
い
た
こ
と

だ
（
写
真
10
）。
シ
チ
リ
ア
よ
り
ア
フ
リ
カ
に
近
い
と
言
わ
れ

な
が
ら
、
実
は
ど
こ
か
ら
も
遠
い
最
果
て
の
島
で
、
地
中
海

の
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
と
、
地
球
全
体
の
こ
と
に
思
い

を
馳
せ
た
。

写真 10
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四万田犬彦：『「かわいい」論』を
読みながら・・・

　

平石　妙子　　

　
今
学
期
の
二
年
生
を
対
象
と
し
た
「
国
際

基
礎
演
習
II
」
で
は
、
四
方
田
犬
彦
氏
に
よ
る

『「
か
わ
い
い
」
論
』(

ち
く
ま
新
書
、
2
0
0
6

年)

を
読
ん
で
い
ま
す
。
本
書
は
日
本
の
ア
ニ

メ
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
グ
ッ
ズ
な
ど
で
多
用
さ

れ
て
き
た
「
か
わ
い
い
」
と
い
う
言
葉
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
こ
の
言
葉
が
持
つ
意
味
を
歴
史

的
、
社
会
的
、
文
化
的
に
読
み
解
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
関
心
の
あ
る

地
域
や
領
域
が
多
岐
に
わ
た
る
受
講
生
が
興
味

を
も
っ
て
読
め
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
本
書
を
選

び
ま
し
た
。
出
版
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
10
年
以

上
も
経
過
し
て
い
ま
す
が
、
著
者
の
分
析
や
指

摘
は
現
在
で
も
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
比

較
文
化
研
究
の
入
門
書
と
し
て
も
貴
重
な
ヒ
ン

ト
が
随
所
に
み
ら
れ
ま
す
。
新
書
で
す
か
ら
一

般
の
読
者
に
向
け
て
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
な

が
ら
も
、
博
学
の
著
者
だ
け
あ
っ
て
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
で
難
解
な
説
明
も
あ
る
た
め
、
時
間
を
か

け
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

　
授
業
は
ゼ
ミ
形
式
で
グ
ル
ー
プ
発
表
に
も
と

づ
い
て
進
め
て
い
ま
す
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー

プ
の
発
表
は
毎
回
、
独
自
の
調
査
も
加
え
て
興

味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
本

書
の
第
2
章
「「
か
わ
い
い
」
の
来
歴
」
で
は
、

「
か
わ
い
い
」
と
い
う
言
葉
が
、
日
本
で
ど
の
よ

う
な
起
源
を
も
ち
、
や
が
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に
変
容
し
た
か
そ
の
歴
史
が
辿
ら
れ
て
い
ま
す
。

発
表
者
の
一
人
は
以
前
、
読
ん
だ
太
宰
治
や
谷

崎
潤
一
郎
を
読
み
返
し
て
両
作
家
の
作
品
に
お

い
て
「
か
わ
い
い
」
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ

て
い
る
か
例
証
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
か
わ
い
い
」

に
相
当
す
る
英
語
の“cute”

や“pretty”

と
の

相
違
を
詳
し
く
調
べ
た
人
も
い
ま
し
た
。
第
3

章
「
大
学
生
の
か
わ
い
い
」
で
は
著
者
が
大
学

生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
、「
か
わ
い
い
」

と
い
う
言
葉
が
「
政
治
性
」
を
内
包
し
た
複
雑

な
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
章
を
担
当
し
た
グ
ル
ー
プ
は
み
な
で
手
分

け
し
て
2
0
0
名
も
の
大
学
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト

を
取
り
、
著
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
ほ
ぼ
同

じ
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、「
か
わ

い
い
」
と
い
う
こ
と
ば
が
著
者
の
説
明
通
り
実

は
両
義
的
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
本
書
を
通
し
て
受
講
生
は
そ

れ
ぞ
れ
の
関
心
に
沿
っ
て
本
書
か
ら
今
後
の
専

門
の
勉
強
に
繋
が
る
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
よ
う

で
す
。
学
期
末
に
は
「
か
わ
い
い
」
と
い
う
言

葉
を
そ
れ
ぞ
れ
興
味
の
あ
る
観
点
か
ら
考
察
す

る
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

毎
回
、
授
業
の
最
後
に
書
い
て
も
ら
う
コ
メ
ン

ト
で
は
本
書
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
自
分
な
り
の

考
察
を
進
め
て
い
る
受
講
生
も
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
、
今
か
ら
そ
の
成
果
を
楽
し
み
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
本
書
が
示
す
よ
う
に
私
た

ち
が
日
常
的
に
何
気
な
く
使
用
し
た
り
、出
会
っ

た
出
来
事
か
ら
疑
問
や
問
題
を
見
つ
け
て
今
後

の
専
門
の
学
び
や
卒
論
作
成
に
つ
な
げ
て
い
け

た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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“The Joys of International Research Trips”

Sarah Renee Asada

 In the GSE program, I teach courses about US society and culture, global issues, and social research 
methodology. In my zemi, students focus on how education, society, and culture interact in the US. One of the 
most common question from my students is: “What kind of research do you do about education?”

 My main research is about the internationalization of higher education in the US and Japan. I focus on 
how study abroad experiences influence individuals throughout their lives. I am also interested in how study 
abroad fosters deeper relationships between two countries. 

  In the summer of 2017, I was invited to join a research project at the JICA Research Institute (JICA 研
究所 ) about the impacts of studying abroad on national development and diplomacy in developing countries. 
This research project allows me the great opportunity to expand my research to the contexts of ASEAN 
countries. As a part of this research project, I collaborate with prominent 
Japanese researchers, JICA experts, and local researchers in Cambodia, 
Indonesia, Malaysia, and Vietnam. I am also responsible for the case 
study of Vietnam, so I will visit Vietnam a number of times over the next 
several years. 

 In May, I visited Vietnam for the 
first time with the research team. We 
held meetings with various people in 
government ministries and universities. 
We also interviewed groups of university 
professors and government officials that 
studied abroad in Japan. 

Vietnam National University, Hanoi (Hanoi, Vietnam) Hanoi University of Science and Technology (Hanoi, Vietnam)

Quick Lunch Between Meetings 
(Hanoi, Vietnam)

     City Landscape (Hanoi, Vietnam)
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International Meeting (Bangkok, Thailand)

   Local Dessert 
(Bangkok, Thailand)

Dinner with Research Team 
(Bangkok, Thailand)

City Landscape (Bangkok, Thailand)

  In November, I joined the research team to attend international meetings in Bangkok, Thailand. We 
presented the research project at the “Third Stakeholders’ Meeting on Indicators for Internationalization of Higher 
Education in Asia and the Pacific”, which was co-organized by UNESCO Bangkok and the Graduate School of 
Education of the University of Tokyo. We also met our local researchers from Cambodia, Indonesia, Malaysia, and 
Vietnam to discuss the research project. 

 I have also travelled to Cambodia, England, Mexico, and the United States this year for my own research 
to attend meetings, conduct interviews, and make presentations at international academic conferences. During my 
travels, it is always a pleasure to talk with other researchers from around the world and share my research. 

 I am also thankful for the reminder my international travels provide me: the joys of navigating new 
countries and meeting people from around the world. In England, I made new friends and learned about education 
in various countries with researchers from Argentina, Laos, Syria, and India. This was all thanks to English being 
our common language. However, when English is not widely used, simple daily tasks can be difficult. In Mexico, I 
entered a store to ask for directions. The person said, “Yo no hablo inglés” (I don’t speak English). I then asked for 
directions with a small amount of Spanish I remembered from my high school days and some gestures. In the end, 
somehow we could communicate, and I was able to go to my next destination.  

 I look forward to sharing my travel experiences with students in my classes and future essays.

More Information: 
JICA-RI Research Project Information
Japanese: https://www.jica.go.jp/jica-ri/ja/research/strategies/strategies_20180401-20210331.html
English: https://www.jica.go.jp/jica-ri/research/strategies/strategies_20180401-20210331.html
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中国人に好まれる数字と数字語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

李  錚強
　　　

　

日
本
で
は
冠
婚
葬
祭
に
は
「
大
安
」
や
「
仏

滅
」
な
ど
の
六
輝
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
六
輝
」
は
古
く
中
国
で
時
刻
の
吉
凶

を
占
っ
て
い
た
も
の
で
、
後
に
日
本
に
伝
わ

り
、
江
戸
時
代
後
半
に
一
般
に
広
ま
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
で
は
い
つ

の
間
に
か
こ
の
風
習
が
消
え
て
し
ま
い
、
現

代
中
国
語
に
お
い
て
は
こ
の
「
六
輝
」
の
み

な
ら
ず
「
六
曜
」
と
い
う
語
す
ら
使
わ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

　

も
ち
ろ
ん
、
中
国
で
も
お
め
で
た
い
こ
と

を
執
り
行
な
う
日
は
「
佳
き
日
」
で
あ
る
べ

き
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
現
代

中
国
人
は
結
婚
式
の
日
取
り
を
決
め
る
際
、

偶
数
日
を
好
ん
で
選
び
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

日
本
人
が
奇
数
を
好
む
の
と
は
逆
に
、
中

国
人
は
偶
数
を
好
む
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ

て
い
る
た
め
か
ら
で
す
。
し
か
も
、
旧
暦
に

お
い
て
も
偶
数
日
で
あ
る
こ
と
が
理
想
的
で

す
。
例
え
ば
、
2
0
1
8
年
8
月
18
日
は

旧
暦
7
月
8
日
で
あ
り
、
土
曜
日
に
も
重

な
っ
た
た
め
に
、
今
年
の
最
も
人
気
の
高
い

日
取
り
と
な
り
、
ど
こ
の
結
婚
式
場
で
も
早

く
か
ら
予
約
が
一
杯
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
披
露
宴
で
は
偶
数
の
円
卓
、
偶
数

の
料
理
、
偶
数
の
出
し
物
が
要
求
さ
れ
ま
す
。

特
に
、
結
婚
祝
い
の
祝
儀
は
、
偶
数
は
割
れ

る
た
め
奇
数
の
金
額
を
贈
る
と
い
う
日
本
の

習
慣
と
は
正
反
対
に
、
必
ず
偶
数
の
金
額

を
贈
り
ま
す
。“
成
双
成
対chéngshuāng-

chéngduì

”（
対
に
な
る
）に
な
る
か
ら
で
す
。

こ
の
発
想
か
ら
不
祝
儀
に
用
い
る
香
典
は
奇

数
の
金
額
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

偶
数
の
中
で
も
と
り
わ
け
“
八
”
が
好
ま

れ
ま
す
。
日
本
人
に
も
「
八
」
が
愛
用
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、「
末
広
が
り
」
だ
か
ら

縁
起
が
よ
い
と
い
う
認
識
は
中
国
人
に
は
あ

り
ま
せ
ん
。
中
国
人
が“
八
”を
好
む
理
由
は
、

香
港
語
（
＝
広
東
語
）
で
“
八
”
を
発
音
す

る
と“
发
”に
似
て
い
る
た
め
、「
儲
か
る
」「
繁

盛
す
る
」
を
意
味
す
る
“
发
财
”
を
連
想
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
40
年
前
に
行
わ
れ
た

改
革
開
放
後
、
縁
起
の
よ
い
数
字
と
し
て
広

東
地
域
で
愛
用
さ
れ
始
め
、
そ
の
後
全
国
に

広
が
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
中
国
の
ど
こ

に
行
っ
て
も
末
端
の
数
字
に
「
8
」
を
付
け

た
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
や
電
話
番
号
が

最
も
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
広
東
語
に
由
来

す
る
新
し
い
社
会
現
象
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

ち
な
み
に
、
2
0
0
8
年
北
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
開
催
時
期
に
つ
い
て
は
、
当
初
、

国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（IOC

）
か
ら

7
月
25
日
の
開
会
を
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、

中
国
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
は
、
7
月
下
旬

か
ら
8
月
上
旬
に
か
け
て
は
北
京
市
が
最
も

暑
い
時
期
で
、
競
技
へ
の
影
響
の
恐
れ
が
あ

る
と
い
う
理
由
で
反
対
し
ま
し
た
。
交
渉
を

重
ね
た
結
果
、
8
月
8
日
午
後
8
時
に
開

会
式
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
「
縁
起
が
よ
い
と
さ
れ
る
『
8
』

に
こ
だ
わ
っ
て
決
め
た
の
で
は
」
と
考
え
る

中
国
人
が
多
く
い
ま
し
た
。
さ
す
が
に
北
京

     58



オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
で
の
記
者
会
見

で
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
否
定
し
ま
し

た
が
、「
縁
起
の
い
い
数
字
」
に
こ
だ
わ
っ
た

訳
で
は
な
い
と
い
う
弁
解
を
、
私
は
丸
呑
み

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

偶
数
の
“
四
”
は
古
く
か
ら
プ
ラ
ス
イ
メ
ー

ジ
を
伴
う
数
字
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

北
方
の
農
村
部
で
は
結
納
を
交
わ
す
場
合
、

“
四
彩
礼sìcǎilǐ

”
と
い
う
四
種
類
の
品
を
贈

る
風
習
が
続
い
て
い
ま
す
。“
四
”
ま
た
は

偶
数
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
円
満
を
求

め
る
と
い
う
の
が
古
く
か
ら
の
考
え
方
で
す
。

た
だ
し“
四
”は“
死
”と“
谐
音xiéyīn

”（
発

音
が
同
じ
ま
た
は
似
て
い
る
）
な
の
で
、「
死
」

を
連
想
さ
せ
る
た
め
、
現
代
中
国
に
お
い
て

は
車
の
ナ
ン
バ
ー
や
電
話
番
号
と
し
て
「
4
」

を
忌
み
嫌
う
人
も
い
ま
す
。
こ
の
「
4
」
の

発
音
か
ら
も
た
ら
し
た
タ
ブ
ー
は
日
本
人
と

中
国
人
の
感
覚
に
共
通
点
が
あ
る
よ
う
で
す

が
、
中
国
の
ほ
う
は
、
日
本
の
一
部
の
ホ
テ

ル
ま
た
は
病
院
の
部
屋
の
よ
う
に
「
４
」
の

番
号
を
跳
ば
し
「
３
」
の
後
を
「
５
」
に
す

る
ほ
ど
こ
だ
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

同
音
語
の
点
か
ら
見
れ
ば
，“
九
”
に
対
す

る
日
本
人
と
中
国
人
の
感
覚
は
異
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。“
九
”
は
日
本
人
に
と
っ
て
は

「
苦
」
と
同
じ
発
音
の
た
め
嫌
わ
れ
る
数
字
で

す
が
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
“
久
”
と
同
音

の
た
め
、“
天
长
地
久tiāncháng-dìjiǔ

”（
い

つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
）
と
い
う
成
語
が
表

し
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
連
想
さ
せ
、
特
に

女
性
に
人
気
の
あ
る
数
字
で
す
。

　

中
国
の
旧
暦
9
月
9
日
は
唐
時
代
か
ら

続
い
て
い
る
長
寿
の
祝
い
を
す
る
伝
統
的
な

節
句
で
あ
る
「
重
陽
節
」
が
あ
り
ま
す
。
日

本
の
「
敬
老
の
日
」
に
当
た
り
ま
す
が
、
法

定
休
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
由
来
は
９

が
一
桁
の
数
の
う
ち
の
最
大
の
奇
数
で
あ

り
、
陽
の
数
と
さ
れ
、
陽
の
重
な
り
を
吉
祥

と
す
る
考
え
か
ら
「
重
陽
」
と
呼
ん
だ
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
，
長
寿
を
祝
う
こ
と
ば
と
言

う
と
、
77
歳
は
「
喜
寿
」、
80
歳
は
「
傘

寿
」、
88
歳
は
「
米
寿
」、
90
歳
は
「
卒
寿
」、

1
0
8
歳
は
「
茶
寿
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

祝
宴
を
張
る
風
習
が
昔
か
ら
続
い
て
い
ま
す

が
、
い
ず
れ
の
語
も
漢
字
を
分
解
す
る
と
こ

れ
ら
の
数
の
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
漢
字
文
化
は
中
国
伝

来
の
風
習
に
も
と
づ
く
か
と
思
わ
れ
が
ち
で

す
が
、
北
京
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
た
近

代
か
ら
20
世
紀
ま
で
の
中
国
語
の
辞
書
を
あ

た
っ
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
見
つ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

た
だ
し
、2
0
1
2
年
に
改
訂
さ
れ
た
《
現

代
漢
語
詞
第
６
版
》（
商
務
印
書
館
）か
ら“

米

寿”

（m
ǐshòu

）
と
“
茶
寿
”（cháshòu

）

が
収
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。“
米

寿
”
は
直
接
日
本
語
か
ら
摂
取
さ
れ
た
か
、

あ
る
い
は
長
ら
く
使
わ
れ
て
い
る
台
湾
経
由

で
吸
収
さ
れ
た
か
は
不
明
で
す
が
、
改
革
開

放
後
か
ら
好
ま
れ
た
新
語
と
し
て
中
国
の
文

化
人
に
使
わ
れ
始
め
、“
米
寿
”
の
祝
い
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た
次
第
で
す
。

　

一
方
、
中
国
で
は
ま
だ
広
く
知
ら
れ
て
い

な
い
“
茶
寿
”
ま
で
が
日
本
語
由
来
の
新
語

と
し
て
最
も
権
威
の
あ
る
中
国
語
の
辞
書
に

収
録
さ
れ
た
こ
と
に
、
正
直
意
外
で
し
た
が
、

人
生
百
年
の
時
代
を
迎
え
る
21
世
紀
に
は
、

1
0
8
歳
の
高
齢
を
祝
う
最
も
め
で
た
い
賀

寿
用
語
と
し
て
日
中
両
国
と
も
に
広
く
用
い

ら
れ
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
数
字
に
関
連
す
る
中
日
の
長

寿
を
祝
う
語
に
つ
い
て
、
漢
字
自
体
は
共
通

す
る
も
の
で
す
が
、な
ぜ
「
喜
寿
」、「
傘
寿
」、

「
卒
寿
」
で
は
な
く
「
米
寿
」
と
「
茶
寿
」
だ

け
が
新
語
と
し
て
中
国
語
に
吸
収
さ
れ
た
の

か
を
考
え
る
と
、
や
は
り
現
代
中
国
社
会
に

見
ら
れ
る
「
８
」
と
い
う
数
字
へ
の
拘
り
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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Modern Democracy and its Consequences

Craig Mark

 Citizens of countries with democratic political systems have the right to vote in elections. The 
outcome of an election or referendum can result in major policy changes, which can shift the direction 
of a country’s politics in very significant ways. This can be observed in recent and upcoming events in 
some of the world’s major democracies, including Japan.

 In the United Kingdom (UK) the Conservative Party’s main promise to retain power in the 2015 
national election was to hold a referendum on exiting the European Union (EU), which became known as 
‘Brexit’. It was largely expected by then Prime Minister David Cameron that the result would be a vote 
to ‘remain’. However, the 2016 referendum result was a narrow victory for Brexit, leading to Cameron’s 
resignation, and Theresa May becoming Prime Minister. An early election in 2017 resulted in a minority 
coalition government with the Northern Ireland-based Democratic Unionist Party, which threatens a ‘hard 
border’ being reimposed with the Republic of Ireland. 

 The Brexit plan Prime Minister May negotiated with the EU, due to be implemented from 
March 2019, has so far failed to win approval from Parliament, and she has faced down a leadership 
challenge vote from within the Conservative Party. A successful vote of no confidence in her 
government would bring on another early election. This could see a possible change of government to 
the opposition Labour Party in 2019, and possibly another Brexit referendum. The 2015 election and 
2016 referendum therefore brought on a period of great uncertainty in British politics, something most 
voters in the UK would not have anticipated.

 In the United States, President Donald Trump defied expectations by winning the Republican 
primaries, and then defeating Democratic candidate Hillary Clinton in the 2016 national election. 
Trump proclaims a populist nationalist agenda, reflected in his slogans such as ‘America First’, and ‘Make 
America Great Again’. Trump’s main domestic policy achievement has been a large tax cut for wealthy 
people and corporations. In foreign policy, Trump has withdrawn the US from international treaties 
such as the Paris Agreement on climate change, and the Trans-Pacific Partnership. The US has also 
raised tariffs on allies like Japan, as well as on strategic competitors like China. 
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 The mid-term elections of 2018 saw a reversal of fortunes for the Republican Party in the US 
Congress though. While the Republicans retained control of the Senate, the Democratic Party won back 
a majority in the House of Representatives. The consequence of this election result is that the Trump 
Administration will find it difficult to pursue further legislative goals, which may even result in a federal 
government shutdown. It also means President Trump will face even greater critique from Congress 
over various potential criminal activities, such as collusion with Russia during the 2016 election, which 
is already under scrutiny from several independent investigations. As potential candidates for the 
Democratic Party primaries start exploring options for their campaigns, the 2020 presidential election 
is certain to be hotly contested.

 
 In Australia, a national election is also due in 2019. Opinion polls indicate that largely due 
to recent leadership instability in the ruling Liberal Party, a change of government is likely. The 
conservative Liberal-National Party Coalition, which has been in power since 2013, is considered 
likely to lose power to the social democratic Labor Party. This could result in changes to a range of 
policies, including for environmental protection, housing affordability, treatment of refugees, and also a 
referendum on whether Australia should become a republic. 

 In Japan, the next election for the Upper House of Councillors is due in 2019, which could 
affect the ability of the Liberal Democratic Party government to pass legislation, should it lose the 
majority it currently enjoys with its minority coalition partner Komeito. Prime Minister Shinzo Abe is 
determined to continue to try to modify Japan’s constitution for the first time, regarding the role of the 
Self-Defense Forces, by 2020, before he finally completes an historic third term as Prime Minister in 
2021. This would require a referendum to be held, following successful passage of relevant bills in the 
Diet.

 Since the voting age in Japan has been lowered to 18, young people now enjoy the right to 
vote, and subsequently have the responsibility to inform themselves of the issues and policies that will 
be under contention. All Japanese university students, including those at Kyoritsu Women’s University, 
now share the opportunity to exercise their democratic rights as responsible citizens.

     61



スコットランドに橋を架けた日本人

佐藤　伴近

　

2
0
1
4
年
9
月
18
日
に
行
わ
れ
た
独
立
の
是
非
を

問
う
住
民
投
票
や
、
そ
の
10
日
後
か
ら
放
送
が
始
ま
っ
た

NHK

朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
マ
ッ
サ
ン
』
を
通
し
て
、

連
合
王
国
、
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
を
構
成
す
る
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
を
知
っ
た
方
は
多
く
い
る
と
思
い
ま
す
。
実
は
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
関
わ
り
の
あ
る
物
は
日
本
で
も
様
々

な
場
面
で
見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
マ
フ
ラ
ー
な
ど
の
日

用
品
の
デ
ザ
イ
ン
に
用
い
ら
れ
る
タ
ー
タ
ン
（
あ
る
い
は

タ
ー
タ
ン
・
チ
ェ
ッ
ク
）
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
伝
統
的

な
柄
で
す
し
、NHK

紅
白
歌
合
戦
の
最
後
や
卒
業
式
で

歌
わ
れ
る
「
蛍
の
光
」
の
原
詩
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国

民
的
詩
人
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
が
書
い
たAuld Lang 

Syne

で
す
。
近
代
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
カ
ー
リ
ン
グ
や

ゴ
ル
フ
の
発
祥
地
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
す
。

　　

人
的
関
係
も
あ
り
ま
す
。
古
く
は
1
6
0
3
年
に
江

戸
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康
が
、
同
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

王
に
即
位
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
6
世

※
1
と
手
紙
や
贈
答
品
の
や
り
取
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
1
8
5
8
年
に
日
英
修
好
通
商
条
約
が
結
ば
れ

た
際
の
連
合
王
国
全
権
を
務
め
た
の
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

貴
族
の
第8

代
エ
ル
ギ
ン
伯
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ブ
ル
ー
ス

で
あ
り
、
そ
の
翌
年
1
8
5
9
年
に
来
日
し
後
に
グ
ラ

バ
ー
商
会
を
設
立
し
た
ト
マ
ス
・
グ
ラ
バ
ー
も
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
出
身
で
す
。

※
１　

跡
継
ぎ
の
い
な
か
っ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
1
世

　
　
　

は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
6

　
　
　

世
を
後
継
者
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

　
　
　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
6
世
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

　
　
　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
1
世
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な

　
　
　

り
ま
し
た
。
一
人
の
人
物
が
二
つ
の
国
の
王

　
　
　

を
務
め
た
た
め
、
1
6
0
3
年
に
ス
コ
ッ
ト

　
　
　

ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
間
で
同
君
連

　
　
　

合
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
あ

　
　
　

く
ま
で
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン

　
　
　

ド
は
別
の
国
で
、
一
人
の
人
物
が
両
国
の
国

　
　
　

王
を
務
め
る
と
い
う
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
合
同

　
　
　

し
て
一
つ
の
連
合
王
国
を
形
成
す
る
の
は

　
　
　

1
0
0
年
後
の
1
7
0
7
年
で
す
。

　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
渡
っ
た
日
本
人
も
多
く
い
ま
し

た
。
そ
の
代
表
は
、
冒
頭
で
挙
げ
た
『
マ
ッ
サ
ン
』
の
主

人
公
・
亀
山
正
春
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
竹
鶴
政
孝
で
し
ょ

う
。
1
9
1
8
年
に
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
に
留
学
し
て
有

機
化
学
と
応
用
化
学
を
学
ん
だ
竹
鶴
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
内
の
数
カ
所
の
蒸
留
所
で
の
修
業
を
通
し
て
ウ
イ
ス

キ
ー
造
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
着
け
て
帰
国
し
ま
し
た
。

帰
国
し
た
竹
鶴
は
寿
屋
（
後
の
サ
ン
ト
リ
ー
）
の
山
崎
蒸

留
所
の
初
代
所
長
を
務
め
た
後
に
、
自
ら
大
日
本
果
汁
株

式
会
社
（
後
の
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
）
を
設
立
し
国
産
ウ

イ
ス
キ
ー
の
製
造
・
販
売
を
始
め
ま
し
た
。

　

竹
鶴
政
孝
の
他
に
も
多
く
の
日
本
人
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
へ
渡
り
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
な
ど
で
工
学
や
物
理
学
な

ど
を
学
び
ま
し
た
。
そ
う
し
た
日
本
人
の
中
に
、
現
地
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
紙
幣
に
姿
が
描
か
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
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元
々
、
フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
の
設
計
と
建
設
は
、
鉄
道
技

師
の
ト
マ
ス
・
バ
ウ
チ
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
と
い
う
の
も
、
バ
ウ
チ
は
テ
イ
湾
南
岸
の
フ
ァ
イ

フ
と
北
岸
の
ダ
ン
デ
ィ
ー
を
結
ぶ
テ
イ
鉄
道
橋
を
設
計
し

建
設
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
テ
イ
鉄
道
橋
は
1
8
7
8

年
に
開
通
し
、
そ
の
功
績
か
ら
バ
ウ
チ
は
叙
勲
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
完
成
か
ら
1
年
後
に
テ
イ
鉄
道
橋
は
強

風
で
崩
落
し
、
通
過
中
だ
っ
た
列
車
が
運
悪
く
巻
き
込
ま

れ
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
責

任
を
問
わ
れ
て
、
バ
ウ
チ
は
フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
の
設
計
と

建
設
か
ら
降
ろ
さ
れ
、
代
わ
っ
て
フ
ァ
ウ
ラ
ー
・
ベ
イ

カ
ー
工
務
所
が
設
計
と
建
設
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
・
ベ
イ
カ
ー
工
務
所
に
勤

め
て
い
た
渡
邊
が
建
設
の
現
場
監
督
を
任
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

20 ポンド紙幣に描かれている渡邊嘉一

受
け
て
い
る
日
本
人
が
い
る
こ
と
を
御
存
じ
で
し
ょ
う

か
。
渡
邊
嘉
一
（
わ
た
な
べ
・
か
い
ち
）
と
い
う
技
術
者

で
す
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
銀
行
が
発
行
し
て
い
る
20
ポ
ン

ド
紙
幣
※
2
裏
面
に
は
、
フ
ォ
ー
ス
湾
南
岸
の
エ
デ
ィ

ン
バ
ラ
郊
外
と
北
岸
の
フ
ァ
イ
フ
を
結
ぶ
フ
ォ
ー
ス
鉄
道

橋
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
紙
幣
裏
面
右
上
に
は
フ
ォ
ー
ス

鉄
道
橋
で
採
用
さ
れ
た
カ
ン
チ
レ
バ
ー
構
造
の
実
験
の
写

真
が
印
刷
さ
れ
て
い
て
、
20
ポ
ン
ド
の
ゼ
ロ
の
中
に
い
る

の
が
渡
邊
で
す
。

　
※
２　

日
本
で
は
日
本
銀
行
だ
け
が
紙
幣
の
発
行
っ
て
い

　
　
　

ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
複
数
の
銀
行
が
紙
幣
を

　
　
　

発
行
し
て
い
ま
す
。
ス
コ
ッ
ト
ン
ド
で
は
、
イ
ン

　
　
　

グ
ラ
ン
ド
銀
行
発
行
の
紙
幣
の
他
に
、
ス
コ
ッ
ト

　
　
　

ラ
ン
ド
銀
行
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
銀

　
　
　

行
、
ク
ラ
イ
ズ
デ
ー
ル
銀
行
発
行
の
紙
幣
が
流
通

　
　
　

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
銀
行
が
発
行
す
る
紙

　
　
　

幣
は
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
り
、
フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
が

　
　
　

描
か
れ
て
い
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
銀
行
の
20
ポ
ン

　
　
　

ド
紙
幣
も
そ
の
内
の
一
つ
で
す
。
な
お
、
日
本
で

　
　
　

円
に
換
金
で
き
る
の
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
発
行

　
　
　

の
紙
幣
の
み
な
の
で
ご
注
意
を
。

　

1
8
8
4
年
に
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
に
留
学
し
た
渡
邊

は
、
卒
業
後
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
フ
ァ
ウ
ラ
ー
・
ベ
イ

カ
ー
工
務
所
の
見
習
い
技
師
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
フ
ァ

ウ
ラ
ー
・
ベ
イ
カ
ー
工
務
所
が
、
フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
の
設

計
と
建
設
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

干
潮
時
に
は
現
在
の
二
代
目
テ
イ
鉄
道
橋
（
1
8
8
7
年
に
開
通
）

の
脇
に
初
代
テ
イ
鉄
道
橋
の
橋
脚
が
現
れ
る
（
筆
者
撮
影
）テイ鉄道橋のたもとには事故を伝えるモニュメントが設置されて

いる（筆者撮影）
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フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
は
1
8
9
0
年
に
開
通
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
北
へ
向
か
う
列
車
は
フ
ォ
ー
ス
湾
を
迂

回
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
か
ら
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
東
岸
の
ダ
ン
デ
ィ
ー
や
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
へ
の
所

要
時
間
が
大
幅
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。
渡
邊
が
建
設
に
関

わ
っ
た
フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
は
、
1
0
0
年
以
上
経
た
現

在
も
現
役
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
2
0
1
5
年
に
は

世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　　
私
は
、
2
0
1
1
年
か
ら
2
0
1
6
年
に
、
フ
ォ
ー

ス
鉄
道
橋
を
見
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
留
学
先
の
セ
ン

ト
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
か
ら
フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
ま
で
の

フ
ッ
ト
パ
ス
を
数
回
に
分
け
て
歩
き
通
し
ま
し
た
。
下
か

ら
見
上
げ
る
と
、
フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
は
19
世
紀
に
建
設
さ

れ
た
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
雄
大
さ
と
構
造
の
緻

密
さ
備
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
に
足
を
運
ん
だ
時
に
は
、
先
達
が
架
け
た
橋
を
ぜ
ひ
見

て
く
だ
さ
い
。

フ
ァ
イ
フ
側
の
ノ
ー
ス
・
ク
イ
ー
ン
ズ
フ
ェ
リ
ー
駅
か
ら
見
る

フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
（
筆
者
撮
影
）

北
岸
の
フ
ァ
イ
フ
か
ら
フ
ォ
ー
ス
鉄
道
橋
を
望
む
（
筆
者
撮
影
）
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香港　きのう　きょう　あした

吉竹　広次

港珠澳大橋
https://edition.cnn.com/2018/05/04/asia/hong-kong-zhuhai-macau-bridge/index.html

　

香
港
の
イ
ン
フ
ラ
に
つ
い
て
の
ニ
ュ
ー
ス
が

目
を
引
く
。
10
月
24
日
「
港
珠
澳
大
橋
」（
香
港

～
珠
海
～
マ
カ
オ
を
結
ぶ
55
㎞
の
世
界
最
長
の

海
上
橋
）
の
開
通
。
そ
の
ひ
と
月
前
の
9
月
23

日
に
は
香
港
と
広
州
を
結
ぶ
高
速
鉄
道
が
開
通

し
、
中
国
本
土
の
高
速
鉄
道
と
接
続
、
香
港
か

ら
上
海
や
北
京
に
乗
り
換
え
な
し
で
行
け
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
・
・
・
中
国
政

府
が
“
グ
レ
ー
タ
ー
・
ベ
イ
エ
リ
ア
（
大
湾
区
）”

と
名
付
け
た
こ
の
地
域
の
発
展
に
大
き
な
貢
献

を
す
る
だ
ろ
う
。

　

ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、
20
年
前
の
1
9
9
8

年
・
・
・
・
皆
さ
ん
の
誕
生
前
後
に
オ
ー
プ
ン

し
た
香
港
国
際
空
港
へ
の
関
わ
り
を
思
い
出
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
香
港
、
そ
し
て
新
学
部

開
設
に
ち
な
ん
で
国
際
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場

を
や
や
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
頃
、僕
は
三
菱
銀
行
本
部
（
現
、

三
菱UFJ

）
国
際
企
画
部
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
チ
ー
ム
を
担
当
す
る
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
で
し
た
。

　

少
し
前
に
な
り
ま
す
が
、「
倍
返
し
」
で
知
ら

れ
た
『
半
沢
直
樹
』
と
い
う
銀
行
を
舞
台
に
し

たTV
ド
ラ
マ
で
入
行
式
後
に
主
人
公
・
半
沢（
堺

雅
人
）
が
、後
に
親
友
と
な
る
同
期
・
渡
真
利
（
及

川
光
博
）
に
銀
行
で
何
を
や
り
た
い
か
を
問
う

と
、「
俺
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
志

望
。
バ
ン
カ
ー
に
な
っ
た
か
ら
に
は
何
千
億
円

と
い
う
金
を
動
か
し
て
、
未
来
を
左
右
す
る
よ

う
な
大
事
業
に
関
わ
り
た
い
」
と
夢
を
語
り
ま

す 

[1]
。　

　

そ
う
な
ん
で
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
は
70
年
代
の
北
海
油
田
開
発
に
始
ま
り
、

英
仏
海
峡
を
結
ぶ
海
底
ト
ン
ネ
ル
（
ユ
ー
ロ
ト

ン
ネ
ル
）
に
象
徴
さ
れ
る
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

向
け
の
特
別
な
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
す
。
通
常
の

企
業
向
け
融
資
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
）
と
違
っ
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
者

で
あ
る
企
業
（
ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
）
自
身
が
借

り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
企
業
が
資
本
金

を
出
し
て
設
立
す
る
新
会
社
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

カ
ン
パ
ニ
ー
）
に
銀
行
が
貸
し
付
け
る
も
の
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
は
自
身
の
債

務
を
増
や
さ
ず
に
事
業
を
実
施
で
き
（
オ
フ
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
効
果
）、
新
会
社
が
失
敗
し
て
も

保
証
な
ど
の
責
任
を
負
わ
な
い
で
済
む
（
ノ
ン
・

リ
コ
ー
ス
）
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

企
業
が
直
接
借
り
入
れ
な
い
の
は
、
北
海
油
田

や
ユ
ー
ロ
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
に
事
業
規
模
が
大

き
す
ぎ
て
1-

2
社
で
は
借
入
リ
ス
ク
が
と
れ

な
い
た
め
で
す
。

　

他
方
、
銀
行
側
は
新
会
社
の
資
産
が
そ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
し
か
な
い
の
で
、
そ
の
事
業
が
失

敗
し
た
場
合
の
全
て
の
リ
ス
ク
を
と
る
こ
と
に

な
り
、
通
常
の
企
業
向
け
貸
付
と
は
異
な
り
、

徹
底
的
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ス
ク
を
分
析
し
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て
、
生
産
・
販
売
・
流
通
な
ど
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
契
約
の
内
容
に
立
ち

入
っ
て
、
事
業
が
失
敗
し
て
も
債
権
者
と
し
て

事
業
を
継
続
で
き
る
よ
う
な
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

（
仕
組
み
）
を
つ
く
り
、
契
約
上
の
権
利
の
譲
渡

を
担
保
に
し
ま
す
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
は
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
の
一
つ
で
「
契
約
の
塊
」
と
呼
ば
れ
る
所
以

で
す
）。
こ
の
た
め
、
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
作

り
、
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
化
し
ま
す
（
契

約
書
に
す
る
の
で
す
が
、
国
際
金
融
は
英
国
法

か
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
準
拠
法
な
の
で
、
国

際
業
務
に
慣
れ
た
英
米
の
ロ
ー
フ
ァ
ー
ム
（
法

律
事
務
所
）
を
使
い
、
我
々
の
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

を
彼
ら
に
文
章
化
さ
せ
、
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し

な
が
ら
契
約
書
に
ま
と
め
ま
す
）。
そ
の
う
え

で
、
1
～
２
行
で
は
対
応
で
き
な
い
巨
額
融
資

の
た
め
、
多
数
の
銀
行
に
呼
び
か
け
て
協
調
融

資
銀
行
団
（
シ
ン
ジ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
組
成
し

ま
す
の
で
、
融
資
実
行
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
早
く

て
も
1
年
以
上
の
期
日
を
要
し
ま
す
。
銀
行
側

に
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
比
べ

て
、
多
く
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ス
ク
を
負
う

見
返
り
に
手
数
料
や
金
利
ス
プ
レ
ッ
ド
が
高
い

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
日
本

の
メ
ガ
バ
ン
ク3

行
が
世
界
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
組
成
額
の
1
・
2
・
3
位
を
占
め
、

特
に
三
菱UFJ

は
こ
の
6
年
間
首
位
を
キ
ー
プ

し
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
未
だ
邦
銀
は
新
参
者

で
欧
米
の
大
銀
行
が
組
成
し
た
案
件
に
参
加
し

て
ノ
ウ
ハ
ウ
を
取
り
入
れ
て
い
た
頃
で
、
各
行

は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
チ
ー
ム
を
東
京
に
置
い
て
北

米
、
東
南
ア
ジ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
欧
州

と
世
界
中
の
大
案
件
を
直
接
担
当
し
て
い
た
の

で
、
各
行
と
も
海
外
出
張
が
行
内
で
最
も
多
い

部
署
で
し
た
。

　

僕
の
銀
行
は
香
港
で
は
、
大
財
閥
の
一
角
ゴ
ー

ド
ン
・
ウ
ー
率
い
る
ホ
ー
プ
ウ
ェ
ル
社
の
深
圳

と
香
港
を
結
ぶ
高
速
道
路
「
ス
ー
パ
ー
ハ
イ
ウ
ェ

イ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
熊
谷
組
に
よ
る
香
港
島

と
九
龍
を
結
ぶ
第
2
海
底
ト
ン
ネ
ル
建
設
、
香

港
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
拡
張
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
あ
り
頻
繁
に
出
張
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
香
港
支
店
長
か
ら
、「
香
港
政

庁
（
英
植
民
地
政
府
）
が
香
港
新
空
港
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
当
行
に
依
頼
し

て
き
た
」
と
知
ら
せ
が
入
り
、
直
ち
に
香
港
に

飛
び
ま
し
た
。

　

香
港
返
還
に
関
す
る
1
9
8
4
年
の
中
英
連

合
声
明
の
の
ち
、
香
港
政
庁
が
策
定
し
た
の
が

香
港
新
国
際
空
港
を
核
と
し
たACP 

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
、
1
9
9
7
年
の
返
還
前
の
、
い
わ
ば

英
国
総
督
の
最
後
の
置
き
土
産
で
し
た
。
当
時

の
空
港
（
啓
徳
（
カ
イ
タ
ッ
ク
）
空
港
）
は
、

九
龍
の
中
心
街
に
隣
接
、
ビ
ク
ト
リ
ア
ハ
ー
バ
ー

に
面
し
て
い
て
、
着
陸
の
た
め
高
度
を
下
げ
、

香
港
カ
ー
ブ
と
い
う
翼
を
大
き
く
傾
け
た
旋
回

に
入
る
と
、
空
港
の
回
り
に
密
集
す
る
ビ
ル
の

な
か
の
工
場
（
多
く
は
衣
類
や
玩
具
、
電
子
部

品
製
造
）
で
働
く
人
々
の
姿
が
は
っ
き
り
視
認

で
き
る
ほ
ど
で
パ
イ
ロ
ッ
ト
泣
か
せ
の
危
険
な

空
港
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

支
店
長
は
、
こ
の
プ
レ
ス
テ
ィ
ー
ジ
ャ
ス
な

大
案
件
を
手
掛
け
る
こ
と
に
大
乗
り
気
（
も
ち

ろ
ん
、
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
マ
ン
デ
ー
ト
を
得
て
、

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
し
、

シ
ン
ジ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
と
め
るAgent

行(

主

幹
事
行)
に
な
れ
ば
莫
大
な
フ
ィ
ー
（
手
数
料
）

と
、
融
資
実
行
店(

ブ
ッ
ク
店)

と
し
て
業
績

も
飛
躍
的
）
で
し
た
。
香
港
政
庁
で
イ
ギ
リ
ス

人
た
ち
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計
画
詳
細
の
説

明
を
う
け
、
特
別
仕
立
て
の
豪
華
な
ス
ピ
ー
ド
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ボ
ー
ト
で
新
空
港
の
建
設
予
定
地
、
ラ
ン
タ
オ

島
の
海
域
に
案
内
さ
れ
ま
し
た
。
ラ
ン
タ
オ
島

は
無
人
島
。
こ
の
島
に
接
す
る
海
を
埋
め
立
て

て
空
港
に
す
る
計
画
で
、
埋
め
立
て
の
ク
ウ
ォ
ー

リ
ー
（
石
材
場
）
は
想
定
さ
れ
る
滑
走
路
の
先

に
当
た
る
ラ
ン
タ
オ
島
の
山
を
削
る
と
い
う
の

で
す
。
勿
論
、
島
は
香
港
の
中
心
か
ら
は
25
キ

ロ
ほ
ど
離
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
間
を
結
ぶ
高

速
鉄
道
も
新
た
に
建
設
す
る
計
画
で
す
。・
・
・

美
し
い
淡
青
色
の
遠
浅
の
水
面
を
眺
め
な
が
ら
、

予
想
さ
れ
る
途
方
も
な
い
経
費
と
、
空
港
と
高

速
鉄
道
が
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
こ
と
が
気

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
上
述
の
香
港
の
３
案
件

は
大
成
功
で
し
た
が
、
本
部
で
は
他
に
厄
介
な

案
件
・
・
・
建
設
中
だ
っ
た
ユ
ー
ロ
ト
ン
ネ
ル

融
資
が
あ
り
ま
し
た
。
2
2
0
行
が
参
加
し
た

融
資
総
額
50
億
ポ
ン
ド
の
最
大
規
模
の
案
件
は

86
年
の
工
事
開
始
直
後
か
ら
事
業
会
社
で
あ
る

ユ
ー
ロ
ト
ン
ネ
ル
社
と
建
設
業
者
の
足
並
み
が

乱
れ
、
工
事
が
遅
延
、
さ
ら
に
当
初
の
甘
い
見

積
り
の
た
め
工
費
は
27
億
ポ
ン
ド
か
ら
44
億
ポ

ン
ド
に
膨
張
、
工
事
開
始
3
年
足
ら
ず
で
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
破
綻
の
危
機
を
迎
え
て
い
ま
し

た
。
90
年
5
月
に
工
事
続
行
の
た
め
、
ユ
ー
ロ

ト
ン
ネ
ル
社
側
は
当
初
借
入
の
40
％
に
あ
た
る

20
億
ポ
ン
ド
の
借
り
増
し
を
銀
行
団
に
求
め
て

き
ま
し
た
。
邦
銀
は
39
行
が
参
加
し
て
い
た
た

め
、
融
資
総
額
の
23
％
を
邦
銀
が
占
め
、
当
事

国
の
英
9
％
、
仏
18
％
を
上
回
っ
て
国
別
で
は

1
位
で
し
た
の
で
、
大
幅
な
コ
ス
ト
オ
ー
バ
ー



ラ
ン
と
工
事
遅
延
の
釈
明
、
追
い
貸
し
の
依
頼

の
た
め
、
ユ
ー
ロ
ト
ン
ネ
ル
社
の
ア
ラ
ン
・
モ
ー

ト
ン
社
長
が
東
京
で
バ
ン
ク
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を

開
き
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
か
ら
も
海
部
首
相
に

邦
銀
の
支
援
を
求
め
る
異
例
の
親
書
ま
で
提
出

さ
れ
ま
し
た
[2]
。
こ
の
対
応
に
悩
ま
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
上
機
嫌
の
支
店
長
の
横
で
、
僕

は
二
の
足
を
踏
む
思
い
で
、
気
が
重
か
っ
た
の

で
す
[3]
。
政
庁
に
は
、
分
析
の
上
で
早
急
に
そ

の
結
果
を
知
ら
せ
る
と
し
て
帰
国
し
ま
し
た
。

　

詳
細
計
画
と
デ
ー
タ
を
東
京
に
持
ち
帰
り
、

チ
ー
ム
を
あ
げ
て
分
析
し
ま
し
た
。
当
時
は

年
間
乗
降
客
数
2
4
5
0
万
人
、
発
着
便

数
1
3
.
5
万
便
、
貨
物
取
扱
量　

世
界
3

位
で
し
た
が
、
政
庁
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
で
は

2
0
4
0
年
に
は
乗
降
客
数
8
7
0
0
万
人
、

発
着
便
数
3
7
.
6
万
便
と
楽
観
的
な
数
字
が

並
ん
で
い
ま
し
た
。

　

香
港
返
還
を
ま
た
ぐ
の
で
す
が
、
香
港
の
カ

ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
銀
行
で
は
既
に

取
り
得
る
と
判
断
し
て
い
た
の
で
、
も
っ
ぱ
ら

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ス
ク
を
精
査
し
ま
す
。
空

港
の
利
用
客
数
や
貨
物
量
を
決
定
す
る
多
く
の

不
確
定
要
素
の
な
か
で
、
な
に
よ
り
も
香
港
返

還
後
の
経
済
状
況
の
予
想
が
難
し
い
。
未
だ
、

香
港
のGDP

は
中
国
よ
り
も
米
国
と
の
相
関
が

強
か
っ
た
時
代
で
す
。
当
時
は
中
国
経
済
が
天

安
門
事
件
を
経
て
、
そ
の
後
成
長
に
向
か
う
か
、

後
戻
り
す
る
か
の
「
踊
り
場
」、
中
国
専
門
家
の

間
で
も
、「
香
港
の
中
国
化
か
、
中
国
の
香
港
化

か
」
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
ハ
ブ
空
港
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
空
港
の
新
設
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
建
設

が
予
定
さ
れ
て
い
た
仁
川
（
イ
ン
チ
ョ
ン
）
国

際
空
港（
2
0
0
1
年
開
港
）と
の
競
合
も
あ
り
、

建
設
コ
ス
ト
を
反
映
し
て
空
港
使
用
料
[4]
の
設

定
が
高
め
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
香
港
は
そ
の

点
で
も
不
利
で
し
た
[5]
。
数
理
モ
デ
ル
を
つ
く
っ

て
キ
ャ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

繰
り
返
す
膨
大
な
作
業
の
う
え
で
、
完
工
リ
ス

ク
（
コ
ス
ト
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
、完
工
遅
延
）、マ
ー

ケ
ッ
ト
リ
ス
ク
（
旅
客
・
貨
物
需
要
不
足
）
さ

ら
に
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
高
速
鉄
道
の
完

工
遅
延
リ
ス
ク
は
取
り
得
な
い
と
判
断
し
ま
し

た
。
こ
の
た
め
銀
行
が
取
り
得
るbankable

な

リ
ス
ク
・
レ
ベ
ル
に
す
る
に
は
、
政
庁
の
出
資

増
額
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
な
保
証
が
不
可

欠
と
結
論
付
け
ま
し
た
。
分
析
結
果
と
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
し
て
の
融
資
条
件
の

説
明
の
た
め
再
び
、
香
港
に
飛
び
ま
し
た
。

　

政
庁
側
は
我
々
の
分
析
結
果
と
厳
し
い
条
件

を
真
剣
に
検
討
し
て
い
ま
し
た
。
香
港
支
店
は

「
他
行
が
引
受
け
る
の
で
は
？
」
と
不
安
顔
で
し

た
が
、「
そ
れ
は
な
い
。
甘
い
ス
キ
ー
ム
で
は
シ

ン
ジ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
失
敗
す
る
」
と
確
信
し
て

い
ま
し
た
。
政
庁
は
去
り
行
く
英
国
に
債
務
を

残
さ
な
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は

香港国際空港（もとは海）
https://www.hongkongairport.com/en/

　
「
踊
り
場
」
だ
っ
た
中
国
経
済
は
そ
の
後
、

周
知
の
高
度
成
長
を
驀
進
、
香
港
のGDP

も

2
0
0
4
年
か
ら
の
5
年
間
に
は
倍
増
以

上
・
・
・
・
そ
し
て
開
港
後
20
年
、
現
在
の
香

港
国
際
空
港
の
貨
物
取
扱
量
は
世
界
1
位
、
年

間
利
用
客
数
は
7
3
0
0
万
人
、
ド
ー
ハ
、
ロ

ン
ド
ン
・
ヒ
ー
ス
ロ
ー
に
次
ぎ
世
界
3
位
で
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好
都
合
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
が
、
結
局
、
そ

の
適
用
を
諦
め
ま
し
た
。

　

・
・
・
・
そ
の
後
、
空
港
建
設
は
資
金
繰
り

と
返
還
を
巡
る
中
国
と
の
鞘
当
て
も
あ
っ
て
、

工
事
が
遅
延
、
香
港
返
還
に
は
間
に
合
わ
ず
、

1
年
4
カ
月
遅
れ
の
1
9
9
8
年
と
な
り
、

2
兆
5
千
億
円
相
当
の
世
界
で
最
も
建
設
コ

ス
ト
の
か
か
っ
た
空
港
と
し
て
ギ
ネ
ス
に
記
載

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
[6]
。
我
々
が
懸
念
し

た
完
工
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
ま
し
た
。
完
成
数

年
後
、
初
め
て
降
り
た
っ
た
時
は
、
こ
の
地
が

ス
ピ
ー
ド
ボ
ー
ト
で
回
っ
た
美
し
い
海
・
・
と

感
慨
深
く
、
空
港
の
あ
ち
こ
ち
を
見
て
回
り
ま

し
た
。
未
使
用
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
や
、
空
い
た
ま

ま
の
専
門
店
用
ス
ペ
ー
ス
（
テ
ナ
ン
ト
料
も
空

港
の
重
要
な
収
入
源
）
が
あ
り
、
支
店
長
の
顔

を
思
い
出
し
な
が
ら
、
我
々
の
分
析
結
果
に
胸

を
撫
で
お
ろ
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
開
港
し

た
年
は
、
ア
ジ
ア
経
済
危
機
が
香
港
に
及
ん
だ

年
で
、
そ
の
後
2
0
0
4
年
ま
で
香
港
のGDP

は
殆
ど
増
加
し
な
か
っ
た
こ
と
も
不
運
で
し
た
。

https://www.hongkongairport.com/en/
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世
界
の
3
大
金
融
セ
ン
タ
ー
の
一
角
の
香
港

で
は
、
香
港
金
融
管
理
局
（HKM

A

）
が
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
通
貨
金
融
庁
（M

AS

）
と
国
境
を
越

え
た
貿
易
金
融
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
共
同
構

圏
の
倍
に
あ
た
る
人
口
7
0
0
0
万
近
い
大
都

市
圏
を
構
築
す
る
と
い
う
野
心
的
な
計
画
を
中

国
政
府
が
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
中
核
の
一
つ
、

香
港
に
隣
接
す
る
深
圳
は
改
革
開
放
政
策
40
年

の
成
果
の
象
徴
で
す
。
40
年
前
、
貧
し
い
漁
村

だ
っ
た
深
圳
は
昨
年
、
そ
のGDP

が
香
港
を
つ

い
に
上
回
り
ま
し
た
[8]
。
中
国
経
済
が
減
速
し
、

成
長
率
が
6
％
台
に
低
下
す
る
中
、
深
圳
の
成

長
率
は
8
％
を
超
え
て
い
ま
す
。
な
に
か
と
話

題
のHUAW

EI

（
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
）
華
為
技
術

の
本
社
も
こ
こ
で
、
い
ま
や
「
中
国
の
シ
リ
コ

ン
バ
レ
ー
」
と
し
て5G

やAI

の
最
先
端
技
術

開
発
の
拠
点
で
も
あ
り
ま
す
。
海
上
路
、
鉄
路
、

空
路
に
よ
っ
て
コ
ネ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
が
さ
ら
に

高
ま
れ
ば
、
グ
レ
ー
タ
ー
・
ベ
イ
エ
リ
ア
の
成

長
は
加
速
し
、
経
済
的
に
は
「
香
港
の
中
国
化
」

は
一
層
進
展
す
る
で
し
ょ
う
。

　

2
0
1
4
年
の
学
生
た
ち
に
よ
る
「
雨
傘
運

動
」
か
ら
4
年
、
今
年
11
月
の
香
港
立
法
会
補

欠
選
挙
の
結
果
、
民
主
派
は
敗
北
、
既
に
立
法

会
の
議
員
総
数
で
は
過
半
数
だ
っ
た
親
中
派
が
、

民
意
を
反
映
す
る
直
接
枠
で
も
過
半
数
を
占
め

る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
政
治
の
世
界
で
も
「
香

港
の
中
国
化
」
が
進
む
の
で
し
ょ
う
か
。
グ
レ
ー

タ
ー
・
ベ
イ
エ
リ
ア
、
そ
し
て
『
香
港
特
別
行

政
区
基
本
法
』
で
定
め
ら
れ
た
「
極
め
て
高
度

な
自
治
」「
一
国
二
制
度
」
の
今
後
を
含
め
、
あ

し
た
の
香
港
の
行
方
を
現
地
で
見
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。　

す
。
開
港
時
か
ら
の
2
本
の
滑
走
路
に
加
え
、

埋
め
立
て
に
よ
る
第
3
滑
走
路
の
建
設
工
事
が

2
0
2
3
年
完
成
を
目
指
し
て
進
ん
で
い
ま
す
。

完
成
す
れ
ば
利
用
客
数
9
0
0
0
万
に
対
応
す

る
と
の
こ
と
・
・
・
み
な
さ
ん
の
生
ま
れ
育
っ

た
20
年
間
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
で
す
。
短
期
的

に
は
妥
当
だ
っ
た
我
々
の
分
析
結
果
で
し
た
が
、

長
期
的
に
は
政
庁
の
シ
ナ
リ
オ
が
現
実
の
も
の

と
な
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。

　

さ
て
私
ご
と
で
す
が
、
当
時
、
モ
ル
ガ
ン
銀

行
東
京
支
店
に
勤
務
し
て
い
た
ク
リ
ス
（
写
真
）

と
仕
事
を
通
じ
て
知
り
合
い
ま
し
た
。
同
業
の

誼
（
よ
し
み
）
を
超
え
て
、
な
ぜ
か
初
め
か
ら

気
が
合
い
、
六
本
木
の
プ
ー
ル
バ
ー
、
飯
倉
の

ア
メ
リ
カ
ン
・
ク
ラ
ブ
、
葉
山
マ
リ
ー
ナ
で
の

ヨ
ッ
ト
な
ど
を
共
に
し
、
お
互
い
の
結
婚
式
（
彼

は
メ
イ
ン
州
）
に
も
出
席
す
る
仲
で
し
た
。
そ

の
後
ク
リ
ス
は
香
港
転
勤
と
な
り
、
や
が
て
モ

ル
ガ
ン
銀
行
を
離
れ
て
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
、
対
中
国
金
融
ビ
ジ
ネ

ス
で
香
港
に
根
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
今
度
の
冬

に
は
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ウ
ー
が
造
っ
た
ニ
セ
コ
の

ス
キ
ー
場
[7]
に
行
く
約
束
で
す
が
、
来
春
か
ら

は
彼
の
仕
事
を
手
伝
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

［1］　

原
作
の
池
井
戸
潤
著
『
俺
た
ち
バ
ブ
ル
入
行
組
』

で
は
上
記
の
ほ
か
、「
銀
行
志
望
者
の
応
募
理
由
に

は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
や
た
ら
に
多

か
っ
た
。」(pp.70-71) 

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
を
手
が
け
て
い
る
行
員
の
多
く
がM

BA

取

得
者
だ
っ
た
」（p.143

）　

池
井
戸
氏
は
三
菱
銀
行

の
後
輩
。
同
氏
の
入
行
当
時
、
碑
文
谷
研
修
所
で
の

入
行
研
修
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の

講
師
は
僕
が
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
近
年
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
手
法
を
用
い
た

PPP(Public Private Partnership)　

PFI

（Private 
Financial Initiative

）
と
い
っ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
を

民
間
資
金
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
て
実
施
す
る
も
の

も
増
え
て
い
ま
す
。

［2］
そ
の
後
、
こ
の
世
紀
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

1
9
9
4
年
に
完
成
し
、
現
在
ユ
ー
ロ
ス
タ
ー
が
運

行
し
て
い
る
が
、
ユ
ー
ロ
ト
ン
ネ
ル
社
は
2
0
0
6

年
に
約
1
兆
5
0
0
0

億

円
の
債
務
を
残
し
た
ま

ま
パ
リ
商
事
裁
判
所
に
破
産
保
護
申
請
、
債
務
の
株

式
化
に
よ
る
債
務
削
減
か
ら
新
会
社
が
引
継
い
だ
。

ユ
ー
ロ
ス
タ
ー
（
列
車
）
の
運
営
会
社
と
は
別
会
社
。

［3］
一
般
に
、
銀
行
で
は
業
績
を
上
げ
た
い
営
業
側
の

支
店
と
不
良
債
権
化
を
回
避
し
た
い
審
査
側
の
本
部

に
は
、
ア
ク
セ
ル
と
ブ
レ
ー
キ
の
よ
う
な
緊
張
関
係

が
あ
る
。

［4］
一
番
大
き
い
の
は
着
陸
料
、
そ
の
ほ
か
停
留
料
・

手
荷
物
取
扱
施
設
（BHS

）
使
用
料
・
搭
乗
橋
（PBB

）

使
用
料
、
専
門
店
の
テ
ナ
ン
ト
料
な
ど
。

［5］
ち
な
み
に
、
現
在
羽
田
の
着
陸
料
は
欧
米
の
倍
、

東
南
ア
ジ
ア
の
3
倍
く
ら
い
で
あ
る
。

［6］
港
珠
澳
大
橋
の
総
工
費
は
75
億
6
0
0
0
万
米

ド
ル
。

［7］
香
港
で
は
北
海
道
の
パ
ウ
ダ
ー
ス
ノ
ー
が
評
判

で
、
札
幌
へ
の
直
行
便
も
あ
り
「
一
番
近
い
ス
キ
ー

場
」
と
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

［8］
2
0
1
7
年
の
深
圳
市
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
約

2
兆
2
0
0
0
億
元
、
人
民
元
換
算
の
香
港
Ｇ
Ｄ

Ｐ
は
2
兆
1
8
0
0
億
元
。
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築
し
、
さ
ら
に
、
近
々
バ
ー
チ
ャ
ル
・
バ
ン
ク

ラ
イ
セ
ン
ス
の
認
可
を
出
す
な
ど
、
フ
ィ
ン
テ
ッ

ク
を
促
し
て
香
港
の
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
と
し

て
の
地
位
を
盤
石
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
2
0
1
7
年
の
香
港
か
ら
の
対
中
直
接

投
資
は
、
対
中
投
資
全
体
の
７
割
を
占
め
、
国
・

地
域
別
で
引
き
続
き
１
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
香
港
に
中
国
か
ら
大
量
の
資
金
も
流
入

し
て
お
り
、
米
国
よ
り
も
中
国
本
土
と
の
経
済

の
一
体
性
が
い
よ
い
よ
増
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
長
く
香
港
＄
は
カ
レ
ン
シ
ー
・
ボ
ー
ド
制

に
よ
っ
て
米
＄
に
固
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
変
更
も
視
野
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
冒
頭
の
グ
レ
ー
タ
ー
・
ベ
イ
エ
リ

ア
構
想
で
は
、
広
東
省
の
広
州
や
深
圳
な
ど
９

つ
の
市
に
香
港
と
マ
カ
オ
を
加
え
、
関
東
首
都



夏目漱石と宮崎駿　
－『門』と「崖の上のポニョ」－

橋川　俊樹

　

夏
目
漱
石
と
宮
崎
駿
に
は
何
の
関
係

も
無
さ
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、「
崖
の
上
の

ポ
ニ
ョ
」
の
主
人
公
・
宗
介
く
ん
の
ネ
ー

ミ
ン
グ
は
、
漱
石
の
小
説
『
門
』
の
主

人
公
・
野
中
宗
助
か
ら
来
て
い
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
、『
門
』は「
崖
の
下
」

の
家
に
住
む
貧
し
い
夫
婦
の
物
語
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
宮
崎
監
督
は
新
作
ア
ニ

メ
の
タ
イ
ト
ル
を
「
崖
の
下
の
宗
介
」

に
し
よ
う
と
し
た
そ
う
だ(

『
ジ
ブ
リ
の

教
科
書
15　

崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
よ
り)

。

　

前
作
「
も
の
の
け
姫
」
完
成
の
あ
と
、

心
身
と
も
に
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
の
必
要

を
感
じ
た
宮
崎
監
督
は
、
ジ
ブ
リ
の
盟

友
・
鈴
木
敏
夫
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
配

慮
で
、
広
島
県
福
山
市
の
鞆
の
浦
に
あ

る
古
家
で
た
っ
た
一
人
の
休
息
に
入
っ

た
。
こ
の
時
の
宮
崎
駿
を
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス

ペ
シ
ャ
ル
」
が
密
着
取
材
し
て
い
て
、

ど
ん
な
家
で
過
ご
し
て
い
た
の
か
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

鞆
の
浦
と
い
う
町
は
、
昔
は
「
鞆(

と

も)

」、「
鞆
の
津
」
と
い
い
、
瀬
戸
内
海

の
運
輸
・
流
通
の
重
要
な
拠
点
だ
っ
た
。

幕
末
に
坂
本
龍
馬
が
「
い
ろ
は
丸
」
事

件
の
関
係
で
滞
在
し
て
い
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
、
現
在
は
古
い
港
の
街
並
み
が

残
る
観
光
地
だ
。

　

こ
の
鞆
の
浦
が
「
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
」

の
舞
台
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
ま

ま
で
は
な
い
、
マ
ン
マ
マ
ー
レ
の
現
わ

れ
る
海
も
瀬
戸
内
海
に
は
見
え
な
い
。

け
れ
ど
も
母
親
の
リ
サ
が
軽
自
動
車
で

駆
け
抜
け
る
港
町
の
姿
に
鞆
の
浦
が
透

け
て
見
え
る
。

　

宮
崎
駿
は
こ
の
町
の
古
家
で
読
書
三

昧
の
日
々
を
過
ご
し
た
と
い
う
。
そ
の

中
心
が
『
漱
石
全
集
』
の
読
破
だ
っ
た
。

　

面
白
い
の
は
、
数
あ
る
漱
石
作
品
の

中
で
な
ぜ
『
門
』
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
覚
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
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の
に
は
理
由
が
あ
る
。
野
中
夫
婦
は
な

る
べ
く
世
間
か
ら
離
れ
て
暮
ら
し
た
い
、

人
目
に
つ
き
た
く
な
い
か
ら
だ
。
彼
ら

は
夫
婦
と
な
る
に
あ
た
っ
て
、
大
き
な

不
義
理
と
罪
を
犯
し
た
。
米(

よ
ね)

は
、

宗
助
の
友
人
の
妻
だ
っ
た
の
だ
。
は
じ

め
友
人
の
妹
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
親
し

く
な
っ
た
二
人
は
、
詳
細
は
書
か
れ
て

い
な
い
が
或
る
き
っ
か
け
の
た
め
に
不

義
を
犯
し
て
し
ま
う
。
当
時
ま
だ
大
学

生
だ
っ
た
宗
助
は
中
退
し
て
下
級
官
吏

と
な
り
、
お
米
と
と
も
に
地
方
に
赴
任

す
る
。『
門
』
は
宗
助
が
転
任
で
東
京
に

戻
っ
て
き
て
か
ら
の
話
で
あ
る
。

　

の
ち
の
『
こ
こ
ろ
』(
1
9
1
4
年)

と
同
じ
く
、『
門
』
に
は
三
角
関
係
を
め

ぐ
る
恋
愛
テ
ー
マ
が
あ
る
。
宮
崎
監
督

が
そ
れ
に
ど
ん
な
反
応
を
し
た
か
は
分

か
ら
な
い
が
、「
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
」
も

男
女
の
愛
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
と
監

督
は
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
保
育
園
児

の
男
の
子
と
人
魚
の
女
の
子
の
恋
愛
と

し
て
描
い
て
い
る
の
で
『
門
』
と
は
大

き
く
違
う
。
け
れ
ど
も
、
好
き
な
人
と

一
緒
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
強
烈
な
意

志
の
こ
と
を
恋
愛
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
案

外
と
似
通
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。

　

宮
崎
駿
は
漱
石
の
『
門
』
の
「
崖
の
下
」

を
反
転
さ
せ
て
「
崖
の
上
」
に
し
た
よ

う
に
、
世
の
中
か
ら
身
を
潜
め
二
人
き

り
で
寄
り
添
う
よ
う
な
恋
愛
の
有
り
よ

う
を
、
波
の
上
を
裸
足
で
駆
け
て
き
て

男
の
子
に
飛
び
つ
く
ポ
ニ
ョ
と
い
う
女

の
子
の
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
恋
愛
像
に
反

転
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
漱
石
の
『
門
』
に
つ
い

て
は
去
年(

2
0
1
7
年)

、
共
立
女
子

大
学
文
芸
学
部
発
行
の
「
文
學
藝
術
」

と
い
う
雑
誌
に
「
夏
目
漱
石
『
門
』
に

お
け
る
〈
腰
弁
〉
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」

を
書
い
た
の
で
参
考
に
し
て
頂
け
る
と

幸
い
で
す
。

れ
も
ソ
ウ
ス
ケ
と
い
う
名
前
と
「
崖
の

下
の
家
」
に
宮
崎
監
督
が
反
応
し
た
と

い
う
所
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

　
『
門
』(

1
9
1
0
年)
の
主
人
公
は
野

中
宗
助
と
米(

よ
ね)

の
夫
婦
。
宗
助
は

安
月
給
の
小
役
人
で
、
東
京
郊
外
の
日
当

た
り
の
悪
い
崖
下
の
借
家
に
住
み
、
丸

の
内
あ
た
り
の
役
所
ま
で
通
っ
て
い
る
。

夫
婦
は
こ
の
家
を
通
り
か
ら
奥
ま
っ
た

崖
下
の
家
だ
か
ら
こ
そ
借
り
て
住
ん
で

い
る
。

　
「
宗
助
の
家(

う
ち)

は
横
丁
を
突
き

当
た
っ
て
、
一
番
奥
の
左
側
で
、
す
ぐ

の
崖
下
だ
か
ら
、
多
少
陰
気
で
は
あ
る

が
、
そ
の
代
わ
り
通
り
か
ら
は
も
っ
と

も
隔
た
っ
て
い
る
だ
け
に
、
ま
あ
幾
分

か
閑
静
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
、
細
君(

さ

い
く
ん)

と
相
談
の
上
、
と
く
に
そ
こ
を

え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。」(

『
門
2
章)

　

通
り
か
ら
最
も
離
れ
た
家
を
選
ん
だ
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