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、イ
ラ
ス
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な
ど
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
。

〈
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後
記
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遅
ま
き
な
が
ら
訪
れ
た
秋

の
、
ふ
と
心
な
ご
む
陽
の
光
に
つ
つ
ま
れ

た
キ
ャ
ン
パ
ス
に
、
外
語
大
の
あ
た
ら
し

い
顔
が
の
ぞ
く
。
広
報
誌
第
２
号
は
、10

年
前
に
、
こ
こ
府
中
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転

し
て
か
ら
も
、
西
ヶ
原
時
代
と
変
わ
ら

ず
、外
語
大
ら
し
さ
を
つ
た
え
る
外
語
祭

の
季
節
に
、
読
者
へ
と
届
け
ら
れ
る
。
伝

統
の
な
か
で
、け
れ
ど
少
し
ず
つ
曲
が
り

角
を
た
ど
り
な
が
ら
進
む
う
ち
に
、
歳

月
を
重
ね
、
気
づ
い
た
ら
思
い
の
外
お
お

き
な
カ
ー
ヴ
を
切
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

次
号
は
桜
の
こ
ろ
に
。（
編
集
子
）
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「GLOBE Voice」。「地球」と「声
（=人）」という２つの言葉をあわ
せた造語です。２号目となる今回
の巻頭グラビア特集は、今春完
成した「アゴラ・グローバル」です。
アゴラはギリシャ語で広場。「地
球の広場」を意味します。言葉を
入り口に社会とつながり、世界へ
と広がっていく。そのためには、さ
まざまな国の文化や歴史といっ
た、背景を知ることが欠かせませ
ん。「地球をつなぐ声」を発するこ
とができる人材を育てること。それ
が、東京外国語大学の使命です。

2010 Number 2

特
集

時
間
と

空
間
の

交
差
点

外
語
大
に
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
が
加
わ
っ

た
。「
ア
ゴ
ラ
・
グ
ロ
ー
バ
ル（
地
球
の

広
場
）」と
名
づ
け
ら
れ
た
異
文
化
交
流

施
設
は
、
21
世
紀
に
相
応
し
い
開
放
感

あ
ふ
れ
る
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。

写
真
・
岩
崎
美
里

写真・市橋織江 2GLOBE Voice 2010, Number 2GLOBE Voice 2010, Number 23



　

異
文
化
交
流
施
設
「
ア
ゴ
ラ
・
グ
ロ

ー
バ
ル
」
が
２
０
１
０
年
４
月
に
完
成
、

オ
ー
プ
ン
し
た
。
府
中
キ
ャ
ン
パ
ス
正
面

か
ら
入
っ
て
す
ぐ
左
手
、
ア
ラ
イ
バ
ル
コ

ー
ト
に
面
し
て
立
つ
地
上
３
階
建
て
の

同
施
設
は
、
白
亜
の
壁

に
大
き
さ
の
異
な
る
長

方
形
の
窓
が
多
数
取
り

つ
け
ら
れ
、
個
性
的
な

建
造
物
が
多
い
キ
ャ
ン

パ
ス
の
中
で
も
、
ひ
と

際
目
を
引
く
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　

ア
ゴ
ラ
・
グ
ロ
ー
バ
ル
の
名
称
は
学

内
外
の
48
の
公
募
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
。

「
ア
ゴ
ラ
」
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
広
場
」

の
意
で
、
合
わ
せ
て
「
地
球
の
広
場
」

と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。「
対

話
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
を
核
と
し
て
世

界
に
開
か
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
」
と
い
う
施

設
整
備
の
基
本
理
念
を
体
現
す
る
建
物

と
し
て
、
外
語
大
の
新
た
な
シ
ン
ボ
ル

と
な
っ
て
い
る
。

　

外
語
大
は
数
あ
る
日
本
の
大
学
の

中
で
も
、
日
本
人
と
海
外
か
ら
の
留
学

生
が
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
が
最
も
多
い

大
学
と
言
え
る
。
そ
こ
で
お
互
い
が
意

見
交
換
な
ど
を
通
じ
て
親
し
く
な
る
だ

け
で
な
く
、
日
本
人
、
留
学
生
そ
れ
ぞ

れ
が
情
報
を
発
信
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
、

と
い
う
願
い
が
こ
の
施
設
に
は
込
め
ら

れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
情
報
発
信
の
中
心
と
な
る

の
が
、
５
０
１
人
収
容
可
能
な
「
プ
ロ

メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
」
だ
。
最
新
の
音

響
と
映
像
設
備
は
も
と
よ
り
、
３
つ
の

同
時
通
訳
ブ
ー
ス
も
備
え
て
い
る
。
座

席
の
前
に
は
引
き
出
し
机
も
配
さ
れ
て

い
る
。
す
で
に
大
人
数
の
授
業
で
使
わ

れ
て
い
る
ほ
か
、
学
生
の
自
主
的
な
集

会
か
ら
、
大
学
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

国
際
的
な
会
議
ま
で
幅
広
く
利
用
さ
れ

て
い
る
。
ホ
ー
ル
の
反
響
板
は
コ
ン
サ
ー

ト
用
の
本
格
的
な
も
の
で
、
グ
ラ
ン
ド

ピ
ア
ノ
も
備
え
て
い
る
た
め
、
コ
ン
サ
ー

ト
や
映
画
祭
な
ど
各
種
イ
ベ
ン
ト
で
地

域
に
向
け
た
情
報
発
信
も
で
き
る
。

　

ホ
ー
ル
名
に
冠
さ
れ
た
「
プ
ロ
メ
テ

ウ
ス
」
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
英
雄
で
、

「
先
見
の
明
を
持
つ
者
」
と
さ
れ
る
知
の

象
徴
（
31
ペ
ー
ジ
参
照
）。
外
語
大
の
大

学
歌
に
も
謳
わ
れ
、
大
学
の
ブ
ラ
ン
ド

イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
。
ホ

ー
ル
内
は
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
人
類
に

中央広場を囲む円形の回廊を通じて、
講義棟、図書館、食堂などにつながる。

カフェを設置した屋内の交流スペース。
学生、教職員はもとより地域の人も利用できる。

アライバルコートに面してつくられた空間には、屋外の交流スペースとして、ベンチが配置されている。

映像や音響機能に加え、同時通訳機能も備える「プロメテウス・ホール」。最大501人収容できる。

散りばめられた小窓を通して
人の動きや風の流れを感じることができる。

「
世
界
に
開
か
れ
た
」

キ
ャ
ン
パ
ス
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
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伝
え
た
と
さ
れ
る
火
を
想
起
さ
せ
る

「
赤
色
」
と
、
ゼ
ウ
ス
の
怒
り
を
買
っ
て

責
め
苦
を
負
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
コ
ー

カ
サ
ス
の
岩
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
「
茶
色
」

を
基
調
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
。

　

ア
ゴ
ラ
・
グ
ロ
ー
バ
ル
に
は
、
こ
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
以
外
に
も
、
学

生
・
教
職
員
な
ど
の
交
流
の
場
と
な
る

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

プ
ラ
ザ
や
カ
フ
ェ
・
カ
ス
タ
リ
ア
が
併

設
さ
れ
、
２
、３
階
部
分
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ

ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ザ
、
国
際

日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
、
東
京
外
国
語
大

学
出
版
会
、
ア
ラ
ム
ナ
イ
ラ
ウ
ン
ジ
な

ど
が
入
っ
て
い
る
。

　

施
設
前
に
は
多
く
の
人
た
ち
を
迎

え
入
れ
る
た
め
、
２
つ
の
広
場
を
設
け
、

前
庭
と
し
て
の
広
場
と
、
待
ち
合
わ
せ

や
交
流
ス
ペ
ー
ス
に
活
用
で
き
る
広
場

を
そ
れ
ぞ
れ
配
置

し
て
い
る
。

　

特
徴
的
な
の
が
、

冒
頭
で
も
紹
介

し
た
小
窓
を
散
り

ば
め
た
屏
風
の
よ

う
な
外
観
だ
。
大
き
さ
や
配
置
を
変
え

た
長
方
形
の
小
窓
は
、
外
語
大
に
通
う

さ
ま
ざ
ま
な
国
の
留
学
生
の
個
性
と
調

和
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、

大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
で
は
な
く
、
身
体
感

覚
に
近
い
大
き
さ
に
細
分
化
さ
れ
た
小

窓
を
多
く
配
置
す
る
こ
と
で
、
利
用
者

に
自
由
で
自
主
的
な
活
動
や
意
識
を
促

す
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
。

　

必
要
な
明
る
さ
や
景
色
を
確
保
す
る

た
め
、
小
窓
の
上
下
の
壁
に
は
斜
め
の

切
り
欠
き
を
施
し
、
暗
く
な
り
が
ち
な

ホ
ー
ル
側
の
壁
上
部
に
は
ト
ッ
プ
ラ
イ

ト
を
設
置
。
光
を
効
果
的
に
活
用
で
き

る
よ
う
白
を
基
本
と
し
た
内
装
に
留
意

し
て
い
る
。

　

小
窓
を
多
く
散
り
ば
め
た
独
創
的
な

外
観
は
、
差
し
込
む
光
の
帯
を
優
し
く

迎
え
る
。
時
間
と
と
も
に
床
や
壁
を
移

動
す
る
小
窓
の
光
は
、
利
用
者
に
時
の

移
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
。
夜
は
内
部
の

照
明
が
ア
ラ
イ
バ
ル
コ
ー
ト
を
照
ら
す
。

周
囲
の
木
々
と
も
調
和
し
、
内
部
と
外

部
を
緩
や
か
に
つ
な
い
で
お
り
、「
対
話

と
交
流
」
で
未
来
を
開
く
知
的
空
間
に

相
応
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

「
対
話
と
交
流
」で

未
来
を
開
く

知
的
空
間
に

１階にあるエントランスホール。
床や壁を移動する光が時の移ろいを演出する。

緑を内部に取り込む小窓。１枚の絵の雰囲気が漂う。

2階の「グローバル・インフォメーション・
プラザ」につながる明るい廊下。

　

１
９
５
０
年
代
後
半
、
高
度
経
済
成
長
期
の
日
本
に
お
い
て
、
白
黒
テ
レ
ビ
、
洗
濯
機
、
冷
蔵
庫
は

「
三
種
の
神
器
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
家
電
製
品
は
、
豊
か
さ
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
時
代

を
映
し
出
す
鏡
で
も
あ
っ
た
。
冷
蔵
庫
を
例
に
と
っ
て
も
、
技
術
革
新
で
性
能
は
格
段
に
進
化
し
な
が

ら
も
、
形
状
は
大
型
化
も
し
く
は
小
型
化
の
一
辺
倒
で
は
な
く
、
原
点
回
帰
に
似
た
揺
り
戻
し
な
ど

も
経
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変
え
、
時
代
背
景
や
社
会
的
な
要
請
を
如
実
に
現
し
て
い
る
。

　

で
は
、大
学
の
変
遷
を
映
し
出
す
鏡
と
は
？　
そ
の
一
つ
が
大
学
要
覧
だ
ろ
う
。
外
語
大
の
場
合
も
、

昔
の
も
の
は
表
紙
や
ロ
ゴ
な
ど

に
歴
史
を
感
じ
さ
せ
味
わ
い
深
い
。

圧
倒
的
な
国
立
大
学
志
向
だ
っ
た

１
９
５
４
年
当
時
、
現
在
の
よ
う

に
写
真
や
鮮
や
か
な
デ
ザ
イ
ン
な

ど
は
な
く
、
目
次
に
は
「
学
年
暦
」

「
沿
革
」「
組
織
」「
学
則
」
に
加
え
、

学
校
教
育
法
な
ど
の
関
係
法
規
も

並
ぶ
。
１
９
６
５
年
以
降
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
冊
子
ス
タ
イ
ル
か
ら
、
よ
り
軽
量
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
一
新
。

　

そ
し
て
現
在
│
│
。
大
学
概
要
の
名
で
、
ふ
た
た
び
冊
子
ス
タ
イ
ル
に
定
着
。
教
育
・
研
究
目
標
な
ど
に
お
け
る
外
語

大
の
特
色
を
鮮
明
に

打
ち
出
し
、
組
織
や
施
設
の
概

要
も
盛
り
込
ん
で
い
る
。

か
つ
て
の
要
覧
に
記
載
し
て
い

た
要
素
は
デ
ー
タ
集

と
し
て
集
約
さ
れ
た
。

Histor y
of

T U F S

時代とともに

大
学
要
覧
が
映
す
歴
史
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学
長 

亀
山
郁
夫
対
談

文
・
小
玉
進
午　

写
真
・
髙
仲
建
次

く
ぼ
た 

と
も
こ

１
９
７
７
年
生
ま
れ
。
広
島
県
出

身
。２
０
０
０
年
東
京
外
国
語
大

学
欧
米
第
一
課
程
英
語
専
攻
卒

業
。同
年
Ｔ
Ｂ
Ｓ
に
入
社
。
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
番
組
ま
で

幅
広
く
担
当
し
て
い
る
。

外
語
大
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
優
秀
な
人
材
を
各
分
野
に
送
り
込

ん
で
き
た
。
人
気
業
界
で
、
難
関
と
い
わ
れ
る
テ
レ
ビ
局
も
そ
の

一
つ
。
今
回
の
学
長
対
談
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
を
代
表
す
る
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
、
久
保
田
智
子
さ
ん
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
た
。
こ
の
９
月
ま

で
、
朝
の
情
報
番
組
「
み
の
も
ん
た
の
朝
ズ
バ
ッ
！
」
の
キ
ャ
ス

タ
ー
と
し
て
出
勤
前
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
に
一
日
の
活
力
を
与

え
て
い
た
久
保
田
さ
ん
。「
自
分
な
ら
で
は
の
言
葉
は
自
ら
の
中
で

養
わ
れ
る
感
性
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
も
の
」
と
表
現
す
る
。
西
ヶ

原
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
過
ご
し
た
大
学
時
代
が
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を

目
指
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
個
性
を
大
切
に
す
る
外
語
大
の
雰

囲
気
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
つ
つ
、
母
校
の
発
展
に
期
待
を
寄
せ
る
。

ゲ
ス
ト 

久
保
田
智
子
さ
ん

Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

「

等
身
大
の
自
分
を

大
き
く
し
た
い
」
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学
長　

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
な
る
き
っ
か
け
は
ど

ん
な
も
の
で
し
た
か
。

久
保
田　

大
学
３
年
の
と
き
に
１
年
間
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
留
学
し
ま
し
た
。
帰
国
後
す

ぐ
に
採
用
試
験
が
始
ま
っ
て
、
な
ん
と
な
く
受

け
た
ら
、
と
ん
と
ん
拍
子
に
採
用
が
決
ま
っ
た
。

自
分
で
も
び
っ
く
り
で
す
。
そ
の
た
め
、
入
っ

て
か
ら
苦
労
し
ま
し
た
。
鼻
濁
音
や
無
声
化
と

い
う
日
本
語
を
美
し
く
発
音
す
る
た
め
の
技
術

が
あ
る
の
も
、
新
人
研
修
で
初
め
て
知
っ
た
く

ら
い
。
周
囲
は
ア
ナ
ウ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
た

り
し
て
い
て
知
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
私
は
研
修
で
相
当
し
ご
か
れ
ま
し

た
。
一
時
は
、
話
す
の
が
怖
く
な
っ
た
時
期
も

あ
っ
た
く
ら
い
で
す
。
手
の
ひ
ら
か
ら
顔
、
全

身
に
じ
ん
ま
疹
が
出
る
ほ
ど
で
し
た
。

学
長　

極
度
の
ス
ト
レ
ス
で
す
ね
。

久
保
田　

周
り
か
ら
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
る
と
硬

化
し
て
し
ま
う
性
格
な
ん
で
す
。
そ
の
こ
ろ
に

出
会
っ
た
の
が
外
語
大
出
身
の
大
先
輩
、
米
原

真
理
さ
ん
で
し
た
。
朝
の
番
組
に
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
と
し
て
出
演
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
最
高

に
素
敵
な
方
で
す
。
番
組
で
こ
ん
な
こ
と
を
言

っ
て
も
い
い
の
か
し
ら
と
心
配
す
る
ほ
ど
、
大

胆
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

学
長　

接
点
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
米
原
さ
ん

は
我
ら
が
誇
り
と
す
る
人
物
で
す
。

久
保
田　

誇
り
で
す
ね
。
し
ば
ら
く
お
付
き
合

い
す
る
間
に
い
ろ
い
ろ
と
注
意
を
受
け
て
、「
米

原
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
に
そ
の
通

り
だ
。
私
は
テ
レ
ビ
的
な
こ
と
ば
か
り
意
識
し

す
ぎ
て
い
た
」
と
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
ま

し
た
。
吹
っ
切
れ
た
の
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
で
す
。

今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
る
の
で
す
が
、
番
組
の

占
い
コ
ー
ナ
ー
で
、
私
が
「
水
瓶
座
の
人
は
ア

ン
ラ
ッ
キ
ー
な
一
日
、
ト
マ
ト
を
食
べ
て
が
ん
ば

り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
原
稿
を
読
む
わ

け
で
す
。
す
る
と
米
原
さ
ん
か
ら
「
あ
な
た
ね
、

そ
れ
で
は
な
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
も
な
っ
て
な

い
で
し
ょ
」
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
。

学
長　

ほ
う
。

久
保
田　
「『
ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
な
日
。
ト
マ
ト
を

食
べ
な
い
と
最
悪
で
し
ょ
う
』
と
か
も
っ
と
変

え
て
言
い
な
さ
い
」
と
注
意
さ
れ
ま
し
た
。

学
長　

私
は
彼
女
と
同
時
代
を
生
き
て
き
ま
し

た
か
ら
懐
か
し
い
で
す
ね
。
外
語
大
が
生
み
出

し
て
い
く
べ
き
人
材
、
ど
う
い
う
人
が
モ
デ
ル

に
な
り
う
る
か
を
考
え
る
と
き
、
よ
く
米
原
さ

ん
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。

　

外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
単
純
に
語

学
を
勉
強
す
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
媒
介
者
、

つ
ま
り
言
語
と
言
語
、
文
化
と
文
化
を
つ
な
ぐ

媒
介
者
と
し
て
学
ぶ
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て

こ
の
媒
介
者
こ
そ
が
最
高
の
知
性
で
あ
る
と
い

う
の
が
私
の
信
念
で
す
。
翻
訳
は
、
あ
る
意
味

で
は
作
家
以
上
の
知
性

が
な
い
と
で
き
な
い
作

業
で
す
。
作
家
は
確
か

に
す
ば
ら
し
い
知
性
と

本
能
の
固
ま
り
を
持
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
を
媒
介
す

る
人
間
は
そ
の
言
葉
を

し
っ
か
り
聞
き
届
け
て
人
に
伝
え
る
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
米
原
さ
ん
は
そ
の
意
味

で
、
最
高
の
媒
介
者
で
し
た
。
し
か
も
そ
の
後
、

主
役
、
つ
ま
り
作
家
に
ま
で
な
り
ま
し
た
。

学
長　

久
保
田
さ
ん
は
今
、
報
道
番
組
を
担
当

さ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
個
人
的
な
印
象
で
す
が
、

や
は
り
外
語
大
の
難
関
の
英
語
専
攻
と
い
う
こ

亀
山
郁
夫
学
長
（
以
下
、
学
長
）　

久
保
田
さ
ん

は
２
０
０
０
年
春
に
英
語
専
攻
を
卒
業
さ
れ
ま

し
た
が
、
こ
の
新
し
い
府
中
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は

初
め
て
で
す
か
。

久
保
田
智
子
（
以
下
、
久
保
田
）　

実
は
一
度
、

外
語
祭
を
観
に
き
て
い
ま
す
。
Ｔ
Ｂ
Ｓ
に
は
外

語
大
の
卒
業
生
が
多
く
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
部
に
も

１
９
８
９
年
入
社
で
ロ
シ
ア
語
学
科
出
身
の
小
林

豊
と
、
私
の
一
学
年
下
で
同
じ
英
語
専
攻
の
竹
内

香
苗
が
い
ま
す
。
そ
の
３
人
で
お
邪
魔
し
ま
し
た
。

学
長　

そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
で
す
か
。

久
保
田　

５
年
ほ
ど
前
で
す
。
久
し
ぶ
り
に
外

語
祭
を
楽
し
み
ま
し
た
。
昔
の
外
語
祭
と
は
違

う
雰
囲
気
に
な
り
ま
し
た
ね
。
私
は
西
ヶ
原
の

こ
ろ
の
外
語
祭
も
大
好
き
で
、
印
象
に
残
っ
て

い
ま
す
。
校
舎
自
体
が
、
迷
路
の
よ
う
で
し
た
。

建
て
増
し
を
重
ね
た
結
果
な
の
で
す
が
、「
こ
ん

な
と
こ
ろ
に
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
！
」
と
い
う

発
見
が
刺
激
的
で
し
た
。
そ
の
点
、
府
中
キ
ャ

ン
パ
ス
は
す
ご
く
き
れ
い
で
す
。

学
長　

僕
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
講
義
棟

は
四
角
く
て
平
凡
な
形
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、

内
部
は
〝
巣
窟
〞
と
で
も
い
っ
た
よ
う
な
感
じ

で
、
地
下
室
み
た
い
な
空
間
も
あ
り
ま
し
た
か

ら
ね
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

学
長　

と
こ
ろ
で
外
語
大
を
受
験
校
と
し
て
イ

メ
ー
ジ
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
で
し
た
か
。

久
保
田　

高
校
進
学
の
と
き
に
、
親
か
ら
「
県

立
に
合
格
し
た
ら
英
語
の
勉
強
の
た
め
に
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
し
て
い
い
」
と
言
わ
れ
た
の
が
そ
も

そ
も
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
無
事

に
県
立
高
校
に
合
格
し
、
約
束
通
り
に
ホ
ー
ム

ス
テ
イ
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
体
験

か
ら
英
語
の
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
、
大
学
は
英

語
の
勉
強
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
し
よ
う
と
外
語

大
を
選
び
ま
し
た
。
単
純
な
志
望
動
機
で
し
た

が
、
入
学
し
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

外
語
大
に
は
、「
な
ん
じ
ゃ
こ
り
ゃ
っ
！
」
と

い
う
刺
激
が
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
広
島
か
ら
東

京
に
出
て
き
た
私
は
、
都
会
に
対
す
る
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
、

当
時
の
雑
誌
に
載
っ
て
い
た
「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

の
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
に
タ
イ
ト
ス
カ
ー
ト
」
と
勝

手
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
す
が
、
外
語
大

に
そ
ん
な
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
（
笑
）。

　

逆
に
私
の
周
り
に
は
個
性
的
な
人
が
多
く
、

例
え
ば
、
映
画
を
観
に
、
千
石
の
三
百
人
劇
場

（
財
団
法
人
現
代
演
劇
協
会
が
運
営
し
て
い
た
劇

場
。
現
在
は
閉
館
）
に
行
こ
う
と
誘
っ
て
く
れ

る
人
が
い
た
り
し
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。
そ
の

劇
場
で
、
私
は
初
め
て
小
津
安
二
郎
監
督
の
映

画
を
観
て
、
す
っ
か
り
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
ボ
リ
ス
・
バ
ル
ネ
ッ
ト
監
督
な
ど
ロ
シ

ア
の
映
画
も
よ
く
観
ま
し
た
し
、
音
楽
イ
ベ
ン

ト
で
D
J
（
デ
ィ
ス
ク
・
ジ
ョ
ッ
キ
ー
）
を
し
た

り
、
絵
を
描
い
た
り
と
、
刺
激
的
な
学
生
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

学
長　

地
球
を
覆
う
よ
う
な
感
じ
で
26
の
専
攻

語
が
あ
り
、
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
を
通
し

て
知
る
文
化
が
あ
る
わ
け
で
す
。
久
保
田
さ
ん

の
場
合
は
、
そ
う
い
う
情
報
が
友
達
付
き
合
い

の
中
か
ら
自
然
に
集
ま
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

久
保
田　

貴
重
な
出
会
い
で
し
た
。
そ
れ
が
な

か
っ
た
ら
、
私
は
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
い
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
で
も
当
時
の
友

達
と
は
仲
良
し
で
す
。

「

い
ろ
い
ろ
な
人
の
声
を
聴
き
、

本
質
を
拾
え
る
代
弁
者
に
」 

─
─
久
保
田

外
語
大
で
の
人
と
の
出
会
い
、

そ
し
て
米
原
さ
ん
の
こ
と
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違
い
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
興
味
深
い
。

久
保
田　

ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
意
味
で
は
、
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
試
験
に
は
１
分
間
の
自
己
ア
ピ
ー
ル

が
あ
り
ま
す
。
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
G
訪
問
で
よ
く
聞
か

れ
る
の
で
す
が
、
私
の
場
合
は
学
生
時
代
に
し

て
き
た
こ
と
を
た
く
さ
ん
並
べ
ま
し
た
。
世
界

10
カ
国
を
巡
っ
た
話
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
事

務
所
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
話
で
す
。
と

に
か
く
相
手
が
興
味
を
持
ち
そ
う
な
要
素
を

た
く
さ
ん
並
べ
ま
し
た
。
小
津
安
二
郎
が
大
好

き
だ
、
と
い
う
話
も
そ
の
時
に
し
ま
し
た
。
今

で
も
覚
え
て
い
ま
す
が
、
最
後
の
役
員
面
接
で
、

社
長
が
（
入
社
後
社
長
だ
と
知
る
）「
小
津
安

二
郎
っ
て
言
っ
て
る
け
ど
ね
、
そ
り
ゃ
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
受
け
る
か
も

し
れ
な
い
け
ど
、
若
者
に
受
け
る
か
ね
」
と
訝

し
げ
で
内
心
焦
り
ま
し
た
が
、「
実
は
タ
イ
タ
ニ

ッ
ク
も
大
好
き
な
ん
で
す
！
」
と
答
え
ま
し
た
。

当
時
流
行
っ
て
い
ま
し
た
し
、
確
か
電
車
で
カ

ッ
プ
ル
が
そ
ん
な
話
を
し
て
い
た
な
と
（
笑
）。

学
長　

な
る
ほ
ど
。
最
初
か
ら
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク

と
答
え
て
い
た
ら
、
引
っ
か
か
ら
な
い
し
、
話

が
発
展
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

で
も
小
津
安
二
郎
フ
ァ
ン
と
い
う
の
は
本
当
の

自
分
な
り
の
趣
味
な
の
で
す
か
。

久
保
田　

え
え
、『
東
京
物
語
』『
お
早
よ
う
』

『
晩
春
』
な
ど
、
す
ご
く
好
き
で
す
。

学
長　

と
こ
ろ
で
、
学
生
時
代
の
自
分
自
身
と

比
べ
て
、
言
葉
の
発
し
方
は
変
わ
り
ま
し
た
か
。

久
保
田　

話
し
て
い
る
内
容
は
全
然
違
い
ま

す
。
経
験
を
積
ん
だ
分
、
学
生
時
代
と
比
べ
る

と
、
よ
り
深
い
話
も
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
が
ス
タ
ン
ス
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
こ
だ
わ
り
と
い
う
の

が
自
分
の
中
に
あ
ま
り
な
い
の
で
し
ょ
う
。
番

組
で
も
ス
ポ
ー
ツ
で
な
い
と
、
報
道
で
な
い
と

イ
ヤ
だ
と
か
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

だ
わ
り
が
な
い
分
、
柔
軟
に
吸
収
が
で
き
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

学
長　

そ
れ
だ
け
ご
自
身
に
自
信
が
あ
る
の
で

す
ね
。
何
に
で
も
対
応
で
き
る
と
い
う
、
あ
る

種
の
余
裕
が
自
分
の
中
に
内
在
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

久
保
田　

所
詮
、
自
分
は
こ
ん
な
も
ん
だ
と
思

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
余
裕
の
持
ち
方

っ
て
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
こ
れ
以

上
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、

等
身
大
以
上
の
こ
と
を

し
て
も
仕
方
が
な
い
」

と
常
に
考
え
ま
す
。
む

し
ろ
、
そ
の
等
身
大
が

大
き
く
な
っ
て
い
け
ば

い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
長　

等
身
大
を
大
き

く
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
い
い
言
葉
で
す
ね
。

久
保
田　

実
は
、
私
、
外
語
大
で
ボ
ー
ト
部
の

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
だ
っ
た
ん
で
す
。

学
長　

そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
。

久
保
田　

そ
れ
も
流
さ
れ
る
ま
ま
（
笑
）。
友
達

に
誘
わ
れ
て
戸
田
漕
艇
場
に
見
学
に
行
っ
た
ら
、

断
れ
な
く
な
り
そ
の
ま
ま
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
合
宿
で
、
男
の
子
た
ち

が
お
風
呂
に
一
緒
に
入
っ
た
り
し
て
い
て
、
不

思
議
な
世
界
で
し
た
。
外
語
大
に
も
こ
う
い
う

個
性
が
あ
る
の
だ
な
と
驚
き
ま
し
た
。

学
長　

と
こ
ろ
で
、
外
国
語
を
学
ぶ
大
学
と
し

て
、
外
語
大
は
唯
一
の
国
立
大
学
で
す
。
今
後

ど
う
い
う
道
を
進
む
べ
き
か
、
私
た
ち
も
日
々

模
索
を
重
ね
て
い
ま
す
。
初
め
に
西
ヶ
原
キ
ャ

ン
パ
ス
時
代
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
外
語
大
の

い
わ
ゆ
る
〝
尖
っ
た
部
分
〞
を
含
め
て
外
語
大

出
身
者
と
し
て
、
今
後
の
外
語
大
に
ど
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
期
待
さ
れ
ま
す
か
。

久
保
田　

今
の
私
は
ど
う
し
て
も
番
組
作
り
の

目
線
で
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
番
組
は
何
よ
り

見
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
す
る
と

よ
り
わ
か
り
や
す
い
形
に
す
る
な
ど
、
内
容
が

視
聴
者
に
媚
び
る
も
の
に
な
り
が
ち
で
す
。
そ

れ
に
つ
い
て
筑
紫
哲
也
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。「
番
組
と
い
う
の
は
視
聴
率
を
取
ら
な

い
と
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
で
も
た
く
さ
ん
で
な

く
て
い
い
。
あ
る
程
度
一
定
の
存
続
す
る
ぎ
り

ぎ
り
の
ラ
イ
ン
は
取
っ
て
い
て
、
そ
の
中
で
見

て
も
ら
う
た
め
の
も
の
、
見
せ
た
い
も
の
を
き

ち
ん
と
分
け
て
出
し
て
い
け
ば
い
い
」
と
。

　

大
学
に
も
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
も
の
は
絶

対
あ
り
ま
す
。
外
語
大
の
場
合
、
私
は
個
性
を

受
け
入
れ
る
環
境
と
感
じ
て
い
ま
す
。
一
方
で

日
本
に
は
大
学
が
数
多
く
あ
り
、
大
学
を
出
て

も
就
職
は
厳
し
い
現
実
が
あ
る
。
な
ん
と
な
く

入
る
新
入
生
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
っ
て
番

組
作
り
の
問
題
と
似
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
外

語
大
は
す
ご
く
い
い
大
学
で
す
し
、
卒
業
生
で

よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
そ
の

良
さ
を
守
り
つ
つ
、
経
営
的
に
は
苦
境
に
陥
る

こ
と
な
く
、
高
い
品
質
を
維
持
し
続
け
て
ほ
し

い
。
番
組
作
り
で
も
そ
の
答
え
を
探
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

と
で
、
あ
る
種
の
教
養
と
知
性
の
人
が
話
し
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
と
思
う
の
で
す
。
そ

の
上
で
今
後
、
自
分
の
中
に
積
み
上
げ
て
い
き

た
い
イ
メ
ー
ジ
は
あ
り
ま
す
か
。

久
保
田　

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
ま
だ
あ
り
ま

せ
ん
。
自
ら
ジ
ャ
ン
ル
わ
け
を
し
て
垣
根
を
つ

く
り
た
く
は
な
い
ん
で
す
。
で
す
が
、
米
原
さ

ん
が
ロ
シ
ア
語
を
使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を

通
訳
し
て
き
た
よ
う
に
、
私
も
い
ろ
ん
な
人
の

声
を
聴
い
て
、
そ
の
人
た
ち
の
代
弁
者
と
な
り
、

本
質
の
部
分
を
拾
う
作
業
を
確
実
に
積
み
重
ね

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

学
長　

２
０
１
０
年
の
１
月
か
ら
約
９
カ
月
、

毎
朝
５
時
半
か
ら
８
時
半
ま
で
の
番
組
を
ず
っ

と
担
当
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の

が
ん
じ
が
ら
め
の
生
活
に
耐
え
て
い
く
力
は
ど

こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
す
か
。

久
保
田　

や
は
り
良
い
も
の
に
で
き
る
だ
け
多

く
接
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
良
い
映

画
や
音
楽
な
ど
に
接
し
て
、
思
考
を
切
り
替
え

る
力
を
き
ち
ん
と
保
つ
よ
う
に
す
る
。
歌
舞
伎

も
好
き
な
の
で
す
が
、
一
度
だ
け
で
な
く
、
同

じ
演
目
で
も
繰
り
返
し
見
続
け
な
い
と
正
当
な

評
価
が
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
眼
を
肥
や
す

作
業
は
、
後
で
必
ず
ほ
か
の
場
所
で
も
活
か
さ

れ
ま
す
か
ら
。
自
ら
意
識
し
て
そ
う
し
な
い
と
、

平
日
は
毎
日
朝
の
仕
事
に
追
わ
れ
、
土
曜
日
は

夕
方
の
番
組
を
務
め
、
日
曜
日
の
夜
に
な
る
と

も
う
翌
日
の
こ
と
を
考
え
る
だ
け
の
状
態
に
陥

り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

学
長　

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
学
生
に
と
っ
て
憧
れ

の
職
業
で
す
。
本
当
に
針
の
穴
の
よ
う
に
狭
い

難
関
を
突
破
し
て
今
の
キ
ャ
リ
ア
を
築
か
れ
た

久
保
田
さ
ん
で
す
が
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
力
、

あ
る
い
は
才
能
な
ど
、
何
が
自
分
の
強
さ
だ
と

思
い
ま
す
か
。

久
保
田　

自
分
の
力
が
最
大
限
に
発
揮
で
き
る

の
は
、「
力
が
抜
け
て
い
る
と
き
」
だ
と
思
い
ま

す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
試
験
を
受
け
た
と
き
も
そ

う
で
す
が
、
落
ち
て
も
構
わ
な
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
採
用
試
験
で
も
自
分
の

好
き
な
こ
と
を
並
べ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
す
。「
こ
こ
で
興
味
を
示
し
て
も
ら
っ
た
ら
、

こ
う
切
り
返
そ
う
」
な
ん
て
、
最
初
か
ら
考
え

て
出
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

学
長　

そ
れ
を
「
強
さ
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う

ね
。
今
の
表
情
を
拝
見
し
て
い
て
も
、
眼
が
イ

キ
イ
キ
し
て
い
る
と
い
う
か
、
解
放
さ
れ
て
い

て
存
在
感
が
あ
り
ま
す
。
長
い
間
、
カ
メ
ラ
の

前
に
身
を
さ
ら
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
し

ょ
う
か
。

久
保
田　

テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
は
す
ご
く
怖
い
で
す
。

後
で
自
分
の
映
像
を
振
り
返
る
と
、
す
ご
く
気

を
遣
っ
て
原
稿
を
読
ん
で
い
る
と
き
と
解
放
さ

れ
て
い
る
と
き
の
違
い
が
明
確
に
出
ま
す
。
自

然
に
訴
え
た
く
て
言
葉
が
出
て
く
る
場
合
と
、

「
こ
れ
は
殺
人
事
件
だ
か
ら
こ
う
い
う
顔
で
読
ま

な
い
と
い
け
な
い
」
と
型
に
は
ま
っ
て
読
む
の

で
は
出
て
く
る
も
の
が
全
く
違
い
ま
す
。
そ
れ

は
ほ
か
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を
見
て
い
て
も
感
じ

ま
す
。
現
場
で
「
な
ぜ
こ
の
人
は
気
を
遣
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
、
な
ん
で
こ
の
人
は
緊
張
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
こ
と

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
違
和
感
は
カ
メ
ラ
を

通
す
と
よ
り
際
立
つ
の
で
す
。

学
長　

採
用
試
験
の
と
き
に
は
い
ろ
い
ろ
聞
か

れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お

答
え
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
例
え
ば
、
卒
論
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
？

久
保
田　

卒
論
は
留
学
時
代
に
知
っ
た
グ
ラ
ミ

ン
銀
行
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
で
マ
イ
ク
ロ
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
い
う
貧
困
層
へ

無
担
保
融
資
を
提
供
し
た
り
携
帯
電
話
を
貸
し

た
り
、
草
の
根
の
援
助
を
し
て
２
０
０
６
年
に

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
組
織
で
す
。
今

で
こ
そ
有
名
に
な
り
ま
し
た
が
、
当
時
の
日
本

で
は
指
導
教
官
も
知
ら
な
い
く
ら
い
で
し
た
。

当
然
、
日
本
語
の
文
献
も
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、

英
語
の
本
を
い
ろ
い
ろ
読
ん
で
ま
と
め
ま
し
た
。

学
長　

人
事
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
そ
の
テ
ー

マ
の
選
び
方
は
非
常
に
面
白
い
し
、
採
用
者
の

気
持
ち
を
そ
そ
り
ま
す
ね
。
一
見
し
た
印
象
と

そ
の
人
が
こ
だ
わ
る
人
生
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の

「

媒
介
者
こ
そ
最
高
の
知
性
、

そ
れ
が
私
の
信
念
で
す
」 

─
─
亀
山

守
る
べ
き
も
の

変
わ
る
べ
き
も
の

か
め
や
ま 

い
く
お

１
９
４
９
年
生
ま
れ
。東
京
外
国
語
大
学
長
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
関
連
の
翻
訳
・
研
究
や
、

ソ
連
・
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
下
の
政
治
と
芸
術

の
関
係
を
め
ぐ
る
著
書
が
多
い
。主
な
も
の
に

は『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー 

父
殺
し
の
文
学
』、翻

訳『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』『
罪
と
罰
』ほ
か
。

自
然
体
で
こ
そ
の
存
在
感

良
い
も
の
に
接
す
る
喜
び
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黄
さ
ん
が
勤
め
る
厦
門
（
ア
モ
イ
）

大
学
は
、
中
国
の
国
家
重
点
大
学
指

定
35
校
の
一
角
を
占
め
る
。
外
語
大
で

学
ん
だ
経
験
を
活
か
し
て
教
鞭
を
執
る

日
々
を
送
る
が
、
そ
の
道
の
り
は
決
し

て
平
た
ん
で
は
な
か
っ
た
。

　

進
学
率
５
％
未
満
の
時
代
で
大
学
受

験
に
失
敗
し
銀
行
に
就
職
し
た
が
、
数

字
が
苦
手
で
仕
事
を
続
け
る
か
悩
ん
で

い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
書
道
の
展
示
会
で

日
本
の
書
を
見
て
衝
撃
を
受
け
る
。

　

そ
の
書
家
・
手
島
右
卿
（
１
９
０
１

〜
１
９
８
７
）
は
58
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
万
国
博
で
最
高
殊
勲
金
星
に
輝
い
た

「
昭
和
の
三
筆
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
。

「
正
直
私
に
は
、〝
敗
筆
〞
に
し
か
見

え
な
か
っ
た
。
こ
の
書
の
良
さ
は
何
な

の
か
、
実
際
に
日
本
で
勉
強
し
た
い
と

26
歳
で
留
学
を
決
め
ま
し
た
」

　

留
学
先
は
書
道
に
力
を
入
れ
る
大

学
を
選
ん
だ
。
だ
が
、
書
を
知
る
に
は
、

日
本
文
化
全
体
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

「『
万
葉
集
』
の
勉
強
は
し
ば
ら
く
し

た
も
の
の
、『
懐
風
藻
』
研
究
に
も
力

を
入
れ
て
い
た
指
導
教
官
か
ら
『
あ

な
た
は
中
国
人
な
の
だ
し
日
本
の
漢

詩
を
勉
強
し
て
み
て
は
？
』
と
言
わ

れ
た
の
で
す
」

　

今
で
こ
そ
日
本
古
典
の
最
高
傑
作
は

『
源
氏
物
語
』
と
の
評
価
が
一
般
的
だ
が
、

古
代
国
家
の
形
成
以
来
、
日
本
人
も
朝

鮮
人
も
漢
文
で
普
遍
的
思
考
な
り
感
情

な
り
を
表
現
す
る
こ
と
は
知
識
人
に
と

っ
て
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
奈
良
時
代

な
ら
ば
『
懐
風
藻
』
や
『
日
本
書
紀
』

が
公
式
の
文
学
で
あ
り
、
紫
式
部
な
ど

は
偉
大
で
は
あ
る
が
、
文
学
史
の
事
実

と
し
て
は
、
当
代
の
傍
流
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
黄
さ
ん
は
日
本
の
漢

文
学
の
盛
時
の
一
つ
で
あ
る
平
安
時
代

初
期
の
漢
詩
を
研
究
対
象
に
選
ん
だ
。

「
漢
詩
の
詩
律
学
を
学
ぶ
た
め
外
語

大
に
移
り
ま
し
た
。
博
士
論
文
は
『
奈

良
・
平
安
朝
日
本
漢
詩
の
詩
律
的
研

究
』。
８
年
間
の
外
大
時
代
は
、
村
尾

誠
一
先
生
の
ゼ
ミ
の
仲
間
と
激
論
し
た

り
、
沓
掛
良
彦
先
生
（
03
年
退
官
）
の

研
究
室
で
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
深
夜
ま

で
文
学
を
語
り
合
う
な
ど
忘
れ
ら
れ
な

い
思
い
出
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
今
は
中

国
人
学
生
を
相
手
に
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
続
け
て
い
ま
す
」

　

漢
詩
の
魅
力
を
「
和
歌
と
同
じ
く
一

瞬
の
感
動
を
一
瞬
の
中
に
凝
縮
さ
せ
る

力
」
と
語
る
。
今
後
は
古
今
和
歌
集
に

挑
み
た
い
と
意
気
込
み
を
語
っ
た
。

　

飽
く
な
き
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
で
、
進

化
し
続
け
る
沖
縄
美
ら
海
水
族
館
の

館
長
を
務
め
る
内
田
さ
ん
は
、「
年
間

５
０
０
万
人
の
観
光
立
県
」
実
現
に
貢

献
し
た
立
役
者
だ
。
沖
縄
の
悲
願
達
成

が
、
同
水
族
館
開
館
の
１
年
後
だ
っ
た

こ
と
か
ら
も
、
そ
の
貢
献
度
が
わ
か
る
。

　

出
身
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
科
。
両
親

が
戦
時
中
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
移
住

を
口
に
し
て
い
た
影
響
も
あ
っ
た
。

「
当
時
も
人
気
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
言
語

で
し
た
。
元
来
ヘ
ソ
曲
が
り
な
の
で
し

ょ
う
。
ア
ジ
ア
の
言
語
で
行
こ
う
と
思

っ
た
の
で
す
」

　

内
田
さ
ん
が
生
ま
れ
た
１
９
３
５
年

当
時
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ
領

だ
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
で
オ
ラ
ン
ダ
が

敗
れ
て
解
放
さ
れ
、
45
年
に
独
立
宣
言

を
し
た
。
卒
業
し
た
61
年
ご
ろ
は
、
戦

後
の
賠
償
問
題
な
ど
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

語
の
需
要
が
あ
り
、
普
通
の
学
生
は
就

職
に
は
困
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
都

会
生
活
、
そ
し
て
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
に
は

向
い
て
い
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
。

「
そ
の
こ
ろ
、
親
が
水
族
館
業
を
始
め

ま
し
た
。
イ
ル
カ
好
き
の
私
は
飼
育
希

望
で
そ
こ
に
就
職
。
そ
れ
が
、
こ
の
道

に
入
っ
た
き
っ
か
け
で
す
」

　

そ
の
後
、
福
島
の
遊
園
地
に
移
り
、

都
合
13
年
勤
め
る
。
園
内
の
水
族
館
で

飼
育
や
シ
ョ
ー
な
ど
あ
ら
ゆ
る
業
務
を

経
験
し
た
。
園
長
に
も
な
っ
た
が
、
経

営
は
厳
し
く
ま
と
も
な
給
料
も
も
ら

え
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
間

に
、
東
京
大
学
の
淡
水
イ
ル
カ
調
査
隊

の
一
員
と
な
り
、
35
歳
で
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
に
出
か
け
る
。
そ
の
後
も
世
界
30

カ
国
以
上
を
回
り
見
聞
を
広
げ
た
。
こ

こ
か
ら
水
生
動
物
の
研
究
に
取
り
組
み
、

99
年
に
「
沖
縄
の
サ
メ
・
エ
イ
類
の
研

究
」
で
農
学
博
士
号
を
取
得
し
た
。

　

美
ら
海
水
族
館
は
75
年
に
開
催
さ
れ

た
沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
の
出
展
水
族

館
が
そ
の
原
型
。
02
年
の
本
土
復
帰
30

周
年
を
記
念
し
、
最
新
鋭
の
施
設
に
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
新
水
族
館
と
し
て
ス
タ

ー
ト
し
た
。
50m
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
プ
ー

ル
３
杯
分
の
大
水
槽
「
黒
潮
の
海
」
は
、

ア
ク
リ
ル
パ
ネ
ル
の
大
き
さ
で
ギ
ネ
ス

ブ
ッ
ク
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
優
雅

に
泳
ぐ
全
長
８
m
以
上
の
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ

や
、
体
重
２
t
以
上
あ
る
マ
ン
タ
の
姿

は
圧
巻
そ
の
も
の
。

「
次
は
も
っ
と
大
き
な
水
槽
を
つ
く
り
、

ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
を
飼
い
た
い
」

　

世
界
一
へ
の
挑
戦
は
続
く
。
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決意し、26歳で来日。大東文
化大学で学ぶ。大学院から東
京外国語大学、2003年３月博
士課程修了、博士（文学）。同
年12月から現職。

graduated active person in society_01

世界一への飽くなき挑戦
内田詮三
沖縄美ら海水族館 館長

graduated active person in society_02

日本の漢詩に魅かれて
黄少光

厦門大学日本語言文学系院 副教授
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1

person
do ing

re sea r ch

黒
木
英
充
教
授

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所 

中
東
研
究
日
本
セ
ン
タ
ー
長

２
０
０
８
年
末
、イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ガ
ザ
侵
攻
を
見
て
、

 「
つ
い
に
く
る
べ
き
と
こ
ろ
ま
で
来
た
」と
感
じ
る
。

片
や
何
回
空
振
り
し
て
も
ア
ウ
ト
に
な
ら
ず
、

も
う
片
方
は
即
刻
退
場
を
命
じ
ら
れ
る
。

そ
ん
な
二
重
基
準
は
い
い
加
減
改
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

か
つ
て
こ
の
地
域
に
は
寛
容
さ
が
あ
っ
た
。

歴
史
資
料
は
そ
の
事
実
を
雄
弁
に
伝
え
る
。

悲
願
だ
っ
た「
中
東
研
究
日
本
セ
ン
タ
ー
」を
設
立
さ
せ

そ
の
活
動
、研
究
は
い
ま
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
。

文
・
小
玉
進
午　

写
真
・
髙
仲
建
次 く

ろ
き 

ひ
で
み
つ

1
9
8
5
年
東
京
大
学
教
養
学
部
卒
業
、

87
年
同
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻

修
士
課
程
修
了 

、同
年
、東
京
大
学
東
洋
文
化

研
究
所
助
手 

、89
年
ア
ジ
ア
･
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化

研
究
所
助
手
、96
年
同
助
教
授
、05
年
か
ら
現
職
。

学
術
修
士（
東
京
大
学
）。

ン
、
ト
ル
コ
南
東
部
ま
で
を
含
む
。
紛

れ
も
な
い
〝
中
東
の
火
薬
庫
地
帯
〞
だ
。

「
大
学
１
年
の
と
き
に
聴
い
た
板
垣
雄

三
先
生
の
講
義
で
、
中
東
に
対
す
る
先

入
観
が
ひ
っ
く
り
返
り
ま
し
た
。
イ
ス

ラ
ム
の
根
幹
を
成
す
〝
神
と
人
間
の
契

約
〞
な
ど
の
考
え
に
引
き
込
ま
れ
た
の

で
す
。
ま
た
、
そ
の
こ
ろ
は
レ
バ
ノ
ン

内
戦
中
（
１
９
７
５
〜
１
９
９
０
）
で
、

そ
の
要
因
を
歴
史
的
に
も
究
明

し
た
く
て
研
究
者
の
道
に
進
み

ま
し
た
」

　

だ
が
内
戦
の
影
響
で
レ
バ
ノ

ン
に
入
れ
ず
研
究
に
苦
心
す
る
。

研
究
対
象
を
ひ
と
ま
ず
隣
国
シ

リ
ア
に
変
え
、
当
時
流
行
だ
っ

た
都
市
研
究
に
主
眼
を
移
し
た
。

古
都
ア
レ
ッ
ポ
は
エ
ル
サ
レ
ム

│
ダ
マ
ス
ク
ス
に
連
な
る
人
類

最
古
の
農
耕
地
域
に
位
置
し
て

お
り
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
時
代
の

資
料
も
豊
富
だ
っ
た
。
そ
の
成

果
は
19
世
紀
ア
レ
ッ
ポ
の
都
市

騒
乱
と
社
会
変
動
を
分
析
し
た

修
士
論
文
で
結
実
す
る
。

「
た
だ
こ
の
論
文
は
あ
く
ま
で

木
英
充
氏
の
研
究
対
象
は
「
歴

史
的
シ
リ
ア
」
地
域
の
19
世
紀

近
代
史
で
あ
る
。
こ
れ
を
ム
ス
リ
ム
と

キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
な
ど
の

宗
教
・
宗
派
間
の
関
係
に
注
目
し
て

考
察
し
て
き
た
。
国
で
い
え
ば
主
に
シ

リ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
だ
が
、
地
理
的
に
は
、

パ
レ
ス
チ
ナ
／
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ヨ
ル
ダ

黒

も
活
字
資
料
を
元
に
し
た
も
の
で
し
た
。

ま
だ
利
用
さ
れ
て
い
な
い
ア
ラ
ビ
ア
語

の
手
書
き
文
書
資
料
を
見
た
か
っ
た
の

で
す
」

　

そ
こ
で
89
年
か
ら
２
年
間
、
日
本

学
術
振
興
会
の
研
究
員
と
し
て
ダ
マ

ス
ク
ス
に
入
り
研
究
に
没
頭
し
た
。
だ

が
、
91
年
１
月
、
湾
岸
戦
争
が
起
こ
り
、

日
本
大
使
館
の
要
請
で
シ
リ
ア
を
一
時

出
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の

〝
難
民
生
活
〞
が
そ
の
後
の
研
究
活
動

に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
。

　

出
国
先
の
ト
ル
コ
に
は
オ
ス
マ
ン
帝

国
時
代
の
都
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
無
尽
蔵
の
資
料
が
あ
る
。
オ

ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
ア
レ

ッ
ポ
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
は
帝
都

で
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
た
の
か
、

新
た
な
視
点
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

「
19
世
紀
の
半
ば
ま
で
人
頭
税
と
い
う

制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
ム
ス
リ
ム
以
外

の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
払

う
税
金
な
の
で
す
が
、
こ
れ
さ
え
払
え

ば
信
仰
の
自
由
と
安
全
は
保
障
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
台
帳
が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に

あ
っ
た
の
で
す
」

　

19
世
紀
半
ば
の
ア
レ
ッ
ポ
に
は
、
人

頭
税
の
課
税
対
象
と
な
る
成
人
男
子
は

年
間
約
５
０
０
０
人
い
た
。
４
カ
年
分

の
記
録
を
コ
ピ
ー
し
、
２
カ
年
分
１
万

人
以
上
の
記
録
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し

て
い
っ
た
。
結
果
は
現
代
中
東
情
勢
に

も
大
い
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
。

「
人
口
動
態
で
す
が
、
５
年
間
で
三
分

の
一
と
か
な
り
激
し
く
入
れ
替
わ
っ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
別
の
法
廷
記
録
と
合

わ
せ
て
み
る
と
、
宗
派
に
よ
っ
て
就
労

職
業
の
特
徴
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ム
ス

リ
ム
も
含
め
て
一
緒
に
仕
事
を
す
る
の

が
普
通
だ
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

中
流
程
度
の
生
活
レ
ベ
ル
の
人
同
士
が

日
本
円
換
算
で
何
千
万
円
規
模
の
金
の

貸
し
借
り
を
し
て
い
る
事
例
な
ど
も
浮

か
び
上
が
っ
た
の
で
す
」

　

宗
教
、
宗
派
間
の
対
立
、
隔
離
で
は

な
く
、
生
活
の
上
で
の
し
た
た
か
さ
と

イ
ス
ラ
ム
文
化
に
共
通
す
る
商
行
為
で

の
徹
底
し
た
〝
信
用
貸
し
〞
の
実
像
が
、

１
５
０
年
前
の
資
料
に
明
確
に
残
っ
て

い
た
。

　

レ
バ
ノ
ン
を
初
め
て
訪
れ
た
の
は
内

戦
が
終
結
し
て
４
年
後
の
94
年
だ
っ

た
。
長
年
の
内
戦
で
、
か
つ
て
の
「
中

東
の
パ
リ
」
の
姿
は
ど
こ
に
も
な
い
。

４
０
０
万
人
ほ
ど
の
人
口
の
う
ち
死

者
は
10
万
人
以
上
に
の
ぼ
る
。
し
か
し

人
々
は
15
年
間
、
た
だ
死
の
恐
怖
に
さ

い
な
ま
れ
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
街

に
世
界
中
の
食
料
品
が
あ
ふ
れ
る
光
景

に
黒
木
氏
は
目
を
見
張
る
。

「
停
電
が
頻
発
し
て
道
路
は
穴
だ
ら
け

で
す
。
で
も
当
時
レ
バ
ノ
ン
に
い
た
日

本
人
は
10
人
程
度
だ
っ
た
は
ず
な
の
に

大
型
ス
ー
パ
ー
に
は
欧
米
の
食
品
は
も

ち
ろ
ん
、
日
本
食
用
の
材
料
が
揃
っ
て

い
て
乾
燥
ひ
じ
き
や
刺
身
醤
油
ま
で
あ

る
。
想
像
を
絶
す
る
豊
か
さ
で
し
た
」

　

レ
バ
ノ
ン
は
古
く
か
ら
中
東
文
化
の

中
心
で
あ
り
、
内
戦
中
も
印
刷
機
を
山

奥
に
移
し
て
本
を
出
版
し
続
け
る
な
ど
、

知
的
水
準
で
も
群
を
抜
く
存
在
だ
っ
た
。

内
戦
で
無
政
府
状
態
で
あ
る
だ
け
に
言

論
の
自
由
も
あ
っ
た
。

「
こ
の
レ
バ
ノ
ン
に
日
本
の
中
東
研
究

セ
ン
タ
ー
を
つ
く
り
た
い
。
内
戦
さ
え

終
わ
れ
ば
こ
の
国
は
必
ず
復
活
す
る
」

　

黒
木
氏
の
こ
の
確
信
は
ド
イ
ツ
や
フ

ラ
ン
ス
が
中
東
各
地
に
持
つ
研
究
所
を

見
て
き
た
日
本
の
中
東
研
究
者
に
と

っ
て
は
悲
願
で
す
ら
あ
っ
た
。
10
年
後
、

文
部
科
学
省
が
外
語
大
に
大
型
予
算
を

認
め
た
こ
と
で
事
態
が
動
き
始
め
る
。

「
レ
バ
ノ
ン
に
と
っ
て
も
こ
れ
は
初
の

ケ
ー
ス
で
し
た
。
ド
イ
ツ
は
60
年
代
か

ら
研
究
所
を
持
っ
て
い
て
既
得
権
と
政

府
レ
ベ
ル
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
研
究
所
は
大
使
館
の
敷
地
内
に
あ

り
、
所
長
は
外
交
官
旅
券
を
持
つ
な
ど

政
府
組
織
の
一
部
で
す
。
外
国
の
一
大

学
が
こ
の
よ
う
な
申
し
出
を
す
る
こ
と

は
過
去
に
な
か
っ
た
の
で
す
」

　

事
務
折
衝
は
困
難
を
極
め
る
が
、
関

係
省
庁
の
幹
部
ら
は
歓
迎
し
て
く
れ
た
。

「『
レ
バ
ノ
ン
を
選
ん
で
く
れ
て
感
謝

す
る
』
と
。
日
本
の
研
究
セ
ン
タ
ー
開

設
で
自
分
た
ち
は
ま
だ
世
界
か
ら
応

援
さ
れ
て
い
る
と
実
感
し
た
の
で
し
ょ

う
」

　

セ
ン
タ
ー
は
05
年
12
月
の
レ
バ
ノ
ン

政
府
閣
議
で
設
置
が
承
認
さ
れ
る
。
開

所
式
は
翌
年
２
月
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

黒
木
氏
は
中
東
研
究
者
と
し
て
、
時

に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
違
和
感
を
感
じ

る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
を
含
め
た
中
東
紛
争

の
報
道
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
だ
。

「
９
・
11
事
件
以
来
、
テ
ロ
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
文
章
を
書
い
た
り
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
は
一
種
の
場
外
乱
闘
の
よ

う
な
も
の
で
す
」

　

08
年
出
版
の
『「
対
テ
ロ
戦
争
」
の

時
代
の
平
和
構
築
』
で
は
そ
う
し
た

違
和
感
を
「
イ
ス
ラ
ム
に
関
す
る
無
理

解
」「
貧
困
は
テ
ロ
の
原
因
た
り
う
る

か
」「
第
三
者
的
立
場
の
欺
瞞
」
な
ど

の
論
点
で
概
説
し
た
。
心
血
を
注
い
だ

「
中
東
研
究
日
本
セ
ン
タ
ー
」
は
開
設

の
半
年
後
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
レ
バ

ノ
ン
侵
攻
で
３
カ
月
に
わ
た
り
一
時
閉

室
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ま
た
２
年
前

に
は
内
政
の
対
立
が
市
街
戦
に
ま
で
発

展
し
た
。

　

そ
れ
で
も
レ
バ
ノ
ン
は
何
事
も
な
か

っ
た
か
の
よ
う
に
、
た
く
ま
し
く
復
興

を
続
け
て
き
た
。
セ
ン
タ
ー
も
負
け
じ

と
活
動
を
本
格
化
。
常
駐
の
特
任
研

究
員
派
遣
に
加
え
て
、
現
地
の
研
究
者

と
の
国
際
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も

始
動
し
た
。
中
東
の
代
表
的
都
市
を
選

び
、
ど
の
よ
う
な
共
存
関
係
が
築
か
れ

て
き
た
か
を
解
明
す
る
の
が
テ
ー
マ
だ
。

黒
木
氏
は
、
世
界
が
直
面
す
る
問
題
に

貴
重
な
示
唆
を
与
え
続
け
る
。

国
際
政
治
と
研
究
の

は
ざ
ま
で
出
来
る
こ
と

Interview
 w

ith H
idem

itsu K
uroki

世
界
の
中
東
研
究
の
一
翼
を
担
う

日
本
の
中
東
研
究
拠
点
、

ベ
イ
ル
ー
ト
に
設
立

イ
ス
ラ
ム
世
界
の

し
た
た
か
さ
と
寛
容
さ

ベイルート中心部、中東研究日本
センター付近の風景。
内戦直後は廃墟状態だったが、
世界中のブランド品を集めた
ショッピングセンターが完成。
歴史的建造物を残しつつ、地下20mの
深さの大駐車場を備える。
建設時には古代ローマから旧石器時代に
さかのぼる多層の遺跡が発掘された。

イギリス人医師が18世紀のアレッポ社会を
活写した書物。

水たばこ、キセルを吸う男性、コーヒーを
飲む男性が描かれている。

ベイルートの中東研究日本センターでの講演会。キプロスから研究者を
招聘して分断国家の再統合の可能性について議論した。

レバノンのキプロス大使も参加した。
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2

person
do ing

re sea r ch

大
物
女
性
作
家
は
現
れ
な
か
っ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
80

年
代
後
半
以
降
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ

ム
と
い
う
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
ロ
シ

ア
文
学
が
、
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も

多
様
な
作
品
を
過
去
か
ら
掘
り
起
こ
し

た
り
新
た
に
生
み
出
し
た
り
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
つ
い
に
、
華
や
か
な
女
性

作
家
た
ち
の
活
躍
ぶ
り
が
照
ら
さ
れ
た
。

　

沼
野
氏
が
最
初
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は

ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
だ
っ
た
。

「
弱
者
へ
の
目
線
が
際
立
っ
て
い
ま
す
。

民
族
や
宗
教
の
問
題
、
売
春
な
ど
そ
れ

ま
で
の
タ
ブ
ー
、
女
た
ち
の
氷
の
よ
う

な
絶
望
を
と
こ
と
ん
凝
視
し
、
有
無
を

言
わ
せ
ず
読
者
に
味
わ
わ
せ
る
。『
こ

れ
こ
そ
が
私
達
の
実
態
だ
』
と
、
ロ
シ

ア
女
性
か
ら
絶
大
な
支
持
を
受
け
た
作

家
で
す
」

　

沼
野
氏
の
著
書
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
な
女
た
ち
│
ロ
シ
ア
の
女
性
文
化
』

（
２
０
０
３
年
刊
）
で
は
、
ロ
シ
ア
女

性
作
家
ら
の
活
躍
ぶ
り
を
、
20
世
紀
初

頭
に
活
躍
し
た
ロ
シ
ア
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

「
今
、
ロ
シ
ア
は
空
前
の
日
本
ブ
ー
ム

で
す
。
寿
司
な
ど
の
日
本
食
が
人
気
で
、

村
上
春
樹
の
本
は
本
屋
で
平
積
み
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
ア
ク
ー
ニ
ン
が

紹
介
す
る
〝
日
本
〞
が
加
わ
る
。
彼
の

作
品
を
読
む
と
自
然
に
日
本
の
知
識
が

身
に
つ
い
て
し
ま
う
と
い
い
ま
す
。
こ

れ
ら
が
相
乗
効
果
を
発
揮
し
て
日
本
ブ

ー
ム
を
招
い
て
い
ま
す
」

　

ロ
シ
ア
の
書
店
で

は
ア
ク
ー
ニ
ン
の
作

品
は
村
上
春
樹
と

同
等
の
ス
ペ
ー
ス
を

占
め
、
ロ
シ
ア
目
線

の
日
本
を
知
る
格

好
の
材
料
と
も
な

り
う
る
。

　

ロ
シ
ア
文
学
の
魅

力
を
伝
え
た
い
一
心

で
研
究
者
へ
の
道
を

進
ん
だ
沼
野
氏
は
、

日
本
人
の
ロ
シ
ア
に

対
す
る
暗
く
重
苦

し
い
負
の
イ
メ
ー

ジ
を
変
え
た
い
と

強
く
語
る
。

「
文
学
か
ら
は
多

く
の
価
値
観
を
学
べ
ま
す
。
若
い
方
に

は
、
自
分
を
相
対
化
し
て
異
文
化
に
多

く
触
れ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
に
よ
り

悪
し
き
狭
隘
な
国
粋
主
義
と
か
自
分
絶

対
主
義
に
陥
る
危
険
性
が
な
く
な
る
と

思
っ
て
い
ま
す
」

「
ロ
シ
ア
文
学
に
生
き
る
か
死
ぬ
か
の

根
幹
を
つ
か
ま
れ
た
」
沼
野
氏
の
今
後

の
活
躍
に
目
が
離
せ
な
い
。

ル
ド
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。

「
今
は
帝
政
時
代
か
ら
ソ
ビ
エ
ト
時

代
を
生
き
抜
い
た
女
性
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

デ
ザ
イ
ナ
ー
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
服

は
着
る
も
の
で
す
し
、
注
文
主
の
好
み

を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
実
用
的
で
あ

り
、
時
代
の
要
請
に
合
わ
せ
な
い
と
い

け
な
い
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
そ
の
周
り
を

取
り
巻
く
芸
術
家
、
画
家
、
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
ら
と
の
か
か
わ
り
を
研
究
し
よ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

沼
野
氏
は
、
翻
訳
家
と
し
て
も
多
忙

な
日
々
を
過
ご
す
。
女
性
文
学
が
多
い

が
、
異
色
な
の
は
歴
史
推
理
小
説
の
翻

訳
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ボ
リ
ス
・
ア
ク

ー
ニ
ン
に
力
を
注
ぐ
。
実
は
ソ
連
邦
崩

壊
後
の
ロ
シ
ア
で
は
国
産
推
理
小
説
が

興
隆
を
極
め
る
が
、
そ
の
多
く
は
暴
力

や
セ
ッ
ク
ス
の
氾
濫
す
る
低
俗
な
作
品

だ
っ
た
。

「
そ
の
点
、
彼
の
作
品
は
ト
ル
ス
ト
イ

な
ど
の
〝
高
級
〞
ジ
ャ
ン
ル
と
〝
低

級
〞
ジ
ャ
ン
ル
の
中
間
的
な
小
説
を
目

指
す
こ
と
で
、
目
の
肥
え
た
読
者
に
も

純
粋
に
娯
楽
と
し
て
楽
し
め
る
も
の
に

仕
上
が
っ
て
い
ま
す
」

　

ア
ク
ー
ニ
ン
の
作
品
に
は
日
本
が
頻

繁
に
登
場
す
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
。

モ
ス
ク
ワ
大
学
で
日
本
文
学
を
専
攻
し
、

三
島
由
紀
夫
、
中
上
健
次
ら
を
紹
介
す

る
著
明
な
日
本
文
学
研
究
者
と
し
て
の

顔
を
持
つ
。

シ
ア
文
学
に
は
難
解
で
深
遠
な

イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ト
ル
ス
ト
イ
な
ど

19
世
紀
の
作
家
の
印
象
が
強
い
た
め

か
も
し
れ
な
い
。

　

ロ
シ
ア
文
学
を
専
門
領
域
と
す
る

沼
野
恭
子
氏
は
、
20
世
紀
の
ロ
シ
ア

文
化
を
比
較
文
学
的
な
方
法
で
調
べ
、

そ
の
実
像
と
ル
ー
ツ
を
説
き
明
か
す
。

２
０
０
７
年
７
月
に
出
版
し
た
『
夢
の

あ
り
か
│
「
未
来
の
後
」
の
ロ
シ
ア
文

学
』
は
沼
野
氏
の
２
冊
目
の
評
論
集

と
な
る
。

　

第
一
章
は
、
沼
野
氏
が
出
会
っ
た
新

旧
ロ
シ
ア
作
家
２
人
に
つ
い
て
の
論
考

で
、
第
二
章
で
は
19
世
紀
後
半
の
ポ

ー
ラ
ン
ド
人
作
家
の
ア
メ
リ
カ
体
験
と
、

20
世
紀
前
半
の
ロ
シ
ア
人
作
家
に
よ
る

日
本
受
容
を
比
較
文
学
的
に
論
考
し
た
。

第
三・
四
章
は
現
代
ロ
シ
ア
の
文
化
・

文
学
事
情
の
紹
介
と
書
評
集
と
な
っ
て

い
て
、
全
体
と
し
て
現
代
ロ
シ
ア
の
み

な
ら
ず
中
東
欧
諸
国
・
諸
民
族
の
小
説

ま
で
を
広
く
カ
バ
ー
す
る
そ
の
内
容
は
、

読
者
体
験
だ
け
で
は
な
く
、
良
質
の
読

書
案
内
と
い
え
よ
う
。

　

沼
野
氏
が
研
究
者
に
至
る
ま
で
の

道
の
り
は
、
か
な
り
特
異
な
も
の
と
い

え
る
。
１
９
８
０
年
に
外
語
大
を
卒
業

し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
国
際
局
で
ロ
シ
ア
語
放
送

の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
た
。
そ
の
後
、

夫
の
仕
事
の
関
係
で
ア
メ
リ
カ
に
渡
り

大
学
で
日
本
語
を
教
え
て
い
た
。

　

そ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。

「
文
学
は
す
ご
く
大
事
な
も
の
な
の
で

自
分
の
た
め
に
取
っ
て
お
き
た
い
、
経

済
的
な
自
立
の
手
段
に
文
学
を
結
び
つ

け
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

　

だ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
時
代
に
取
材
し
た
映
画

監
督
の
黒
澤
明
氏
、
人
類
学
者
の
加
藤

九
祚
・
国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
、

ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
ロ
シ
ア
人
教
師
な

ど
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、「
密
か
に

楽
し
む
ロ
シ
ア
文
学
」
で
は
な
く
な
っ

た
。
帰
国
後
、
ロ
シ
ア
文
学
を
学
ぶ
た

め
東
京
大
学
の
大
学
院
に
入
る
。
時
は

ま
さ
に
ソ
連
で
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
始

ま
る
直
前
だ
っ
た
。

「
時
代
の
予
感
み
た
い
な
も
の
は
あ
り

ま
し
た
。
大
学
間
の
枠
を
超
え
て
研
究

者
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
芸

誌
を
担
当
し
て
、
そ
れ
ま
で
発
禁
だ
っ

た
作
品
や
新
し
い
作
家
が
登
場
す
る
と

報
告
し
合
い
、
知
識
を
共
有
し
て
い
っ

た
の
で
す
」

　

そ
し
て
つ
い
に
89
年
、
長
ら
く
発

禁
本
だ
っ
た
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
の

『
収
容
所
群
島
』
と
ナ
ボ
コ
フ
の
『
ロ

リ
ー
タ
』
が
ソ
連
国
内
で
発
表
さ
れ
た
。

「
こ
れ
で
言
論
の
自
由
は
本
格
化
し
た

と
思
い
ま
し
た
」

　

２
年
後
、
ソ
連
邦
は
崩
壊
す
る
。

　

ロ
シ
ア
の
小
説
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
以

来
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ト
ル
ス
ト

イ
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
…
…
と
、
つ
い
最
近

ま
で
男
性
作
家
の
独
壇
場
だ
っ
た
。
詩

の
分
野
で
は
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ー
エ
ワ
や
ア

フ
マ
ー
ト
ワ
ら
の
女
性
詩
人
を
生
ん
で

い
る
一
方
で
、
こ
と
散
文
と
な
る
と
大

衆
小
説
や
純
文
学
の
書
き
手
に
あ
ま
り

続
々
登
場
す
る

女
性
文
学
の
新
星
た
ち

大
学
院
時
代
に

時
代
の
変
化
を
実
感

今
、ロ
シ
ア
は

空
前
の
日
本
ブ
ー
ム

沼
野
恭
子
教
授

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院
・
言
語
文
化
部
門

思
春
期
に
多
く
の
人
が
抱
く
悩
み
│
│

 『
自
分
は
な
ぜ
こ
こ
に
存
在
す
る
の
か
』

 『
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
』。

そ
う
し
た
悩
み
に
対
し
て
、文
学
作
品
が

解
決
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
も
多
い
。

沼
野
氏
の
場
合
は
、そ
れ
が『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』だ
っ
た
。

19
世
紀
の
昔
、遠
い
ロ
シ
ア
の
物
語
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
に
は
自
分
と
同
じ
悩
み
を
抱
え
た

登
場
人
物
が
苦
悩
し
な
が
ら
生
き
て
い
た
。

こ
の
出
合
い
が
ロ
シ
ア
文
学
者
・
沼
野
恭
子
を
生
ん
だ
。

文
・
小
玉
進
午　

写
真
・
髙
仲
建
次 ぬ

ま
の 

き
ょ
う
こ

1
9
8
0
年
東
京
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部

ロ
シ
ヤ
語
学
科
卒
業
、N
H
K
に
入
社
。

92
年
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程

満
期
単
位
取
得
退
学
。

著
書
に『
夢
の
あ
り
か
│「
未
来
の
後
」の

ロ
シ
ア
文
学
』（
作
品
社
）、

 『
ロ
シ
ア
文
学
の
食
卓
』（
N
H
K
出
版
）な
ど
。

ロシアの文学者の招聘に力を入れている。
2009年にはロシアの文芸評論家の
スラヴニコワ氏（写真左）を招いた。

ロシアの食文化を取材したときに通った
モスクワの食文化博物館。

ロ

今までに手掛けた翻訳書は12冊におよぶ。

Interview
 w

ith K
yoko N

um
ano

現
代
ロ
シ
ア
文
学
の
実
像
に
迫
る
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person
do ing

re sea r ch

人
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
わ
な

い
だ
ろ
う
か
と
い
う
危
惧
が
あ
る
。
外

国
人
を
『
ヨ
ソ
者
』
や
『
お
客
』
と
見

る
の
で
は
な
く
、
お
お
ら
か
な
気
持
ち

で
日
本
社
会
に
受
け
入
れ
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
こ
の
国
は
も
っ
と
暮
ら
し

や
す
く
、
か
つ
21
世
紀
に
日
本
人
が
生

き
る
道
も
自
ず
と
見
え
て
く
る
と
感
じ

て
い
ま
す
」

　

大
学
を
卒
業
後
、
通
訳
者
時
代
に
チ

ラ
シ
が
縁
で
飛
び
込
ん
だ
日
本
語
教
師

の
世
界
。
気
が
つ
け
ば
20
年
の
歳
月
が

流
れ
、
今
や
延
べ
１
０
０
０
人
、
36
カ

国
の
学
生
に
日
本
語
を
教
え
て
き
た
。

　

教
室
は
い
つ
も
笑
い
に
あ
ふ
れ
、
質

問
が
飛
び
交
う
。
あ
る
チ
ェ
コ
人
の
学

生
は
「〝
デ
ザ
ー
ト
ベ
ツ
バ
ラ
〞
っ
て

言
葉
、
ロ
シ
ア
の
田
舎
の
言
葉
み
た
い

で
面
白
い
！
」
と
話
し
、
新
鮮
な
毎
日

に
驚
き
を
隠
さ
な
い
。

　

こ
こ
４
年
間
、
荒
川
氏
は
中
学
高
校

の
先
生
を
対
象
に
、
日
本
語
教
育
を

教
え
る
教
師
研
修
（
Ｒ
Ｅ
Ｘ
プ
ロ
グ
ラ

ム
）
に
携
わ
っ
て
い
る
。
自
治
体
の
姉

妹
都
市
交
流
な
ど
で
派
遣
さ
れ
る
日
本

人
教
師
に
日
本
語
教
授
法
を
伝
授
す
る
、

〝
先
生
の
先
生
〞
役
だ
。

「
外
国
人
相
手
に
現
場
で
教
え
る
だ
け

で
は
な
く
、
自
分
の
経
験
を
学
校
の
先

生
に
教
え
る
。
自
分
の
考
え
の
整
理
に

も
な
り
ま
す
し
、
先
生
方
も
そ
れ
を
自

分
の
学
校
に
還
元
で
き
る
。
奥
行
き
と

広
が
り
の
あ
る
仕
事
で
す
」

　

今
後
も
認
知
言
語
学
と
国
際
的
な
広

が
り
を
持
っ
て
い
く
日
本
語
の
将
来
を

見
据
え
て
い
く
だ
ろ
う
。

語
で
話
す
」
と
し
た
ら
』（
２
０
１
０

年
刊
）
は
、
言
葉
の
源
流
を
探
り
つ
つ
、

日
本
語
教
師
と
し
て
の
経
験
を
ま
と
め

て
上
梓
し
た
。
世
界
１
０
０
カ
国
以
上
、

３
０
０
万
人
を
超
え
る
〝
外
国
人
の
日

本
語
〞
に
対
し
て
我
々
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
、「
対
外
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
の
視
点
か
ら
解
き
ほ
ぐ
す
。

「
日
本
人
は
外
国
人
の
日
本
語
に
、
あ

ま
り
寛
容
と
は
い
え
ま
せ
ん
。『
日
本

語
に
は
敬
語
や
漢
字
と
い
っ
た
独
特
な

表
現
が
あ
り
、
使
い
方
が
難
し
い
』
と

勝
手
に
決
め
つ
け
て
い
る
こ
と
が
、
い

び
つ
な
対
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
形
成
す
る
一
つ
の
要
因
で
す
。
変

に
外
国
人
を
子
ど
も
扱
い
す
る
ケ
ー
ス

や
、
相
手
が
日
本
語
で
話
し
て
い
る
の

に
無
理
に
英
語
で
答
え
よ
う
と
す
る

場
合
な
ど
で
す
。
あ
る
い
は
外
国
人
か

ら
の
電
話
で
『
あ
な
た
の
言
う
こ
と
が

聞
こ
え
ま
せ
ん
。
も
っ
と
大
き
い
声
で

言
っ
て
く
だ
さ
い
』
と
言
わ
れ
て
ム
ッ

と
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
で
も

こ
れ
は
英
語
の
『I can't hear you 

w
ell. Please speak out

』
と
い
う
極

め
て
普
通
の
表
現
を
日
本
語
に
し
た
に

す
ぎ
な
い
の
で
す
。
失
礼
な
意
識
は
毛

頭
な
く
、
た
だ
外
国
人
の
発
想
で
話
し

て
い
る
だ
け
で
す
。
外
国
人
の
話
す
日

本
語
に
寛
容
に
な
ろ
う
、
私
た
ち
も
あ

る
程
度
わ
か
り
や
す
く
話
そ
う
と
い
う

の
が
こ
の
本
の
主
旨
で
す
」

　

著
書
で
は
、
日
本
在
住
の
英
語
圏
の

人
が
日
本
人
向
け
に
英
会
話
を
微
調
節

し
て
い
る
実
例
も
紹
介
し
て
お
り
、
単

に
技
術
論
に
と
ど
ま
ら
ず
日
本
文
化
論

に
も
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
日
本
で
は
「
介
護
日
本
語
」

が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

介
護
分
野
で
働
く
外
国
人
労

働
者
の
増
加
が
そ
の
背
景
に

あ
る
。「
国
際
化
す
る
日
本
語
」

を
考
え
た
場
合
、
例
え
ば
日

本
国
内
に
お
け
る
「
ら
ヌ
キ
言

葉
」
な
ど
よ
り
も
っ
と
大
き
な

問
題
に
直
面
し
て
い
る
。

「
外
語
大
に
籍
を
置
く
身
と
し

て
、
21
世
紀
の
日
本
が
外
国
か

ら
好
か
れ
る
だ
ろ
う
か
、
日
本

語
や
日
本
文
化
に
興
味
の
あ
る

は
ど
う
や
っ
て
言
葉
を
覚
え
る

の
か
。
ス
ポ
ー
ツ
の
得
手
・
不

得
手
、
物
理
の
得
意
・
不
得
意
は
あ
っ

て
も
自
分
の
最
初
の
言
葉
で
あ
る
母
語

は
、
自
然
と
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な

る
。
荒
川
洋
平
氏
は
、
基
本
的
な
認
知

能
力
と
言
語
の
関
係
を
考
え
る
認
知
言

語
学
の
分
野
で
、
世
界
の
言
語
の
研
究

に
勤
し
む
。

　

例
え
ば
、
英
語
の
〝feel up

〞
は

「
気
分
は
上
々
」
を
意
味
す
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
人
が
〝
上
〞
と
い
う
概

念
に
プ
ラ
ス
の
価
値
を
見
出
し
て
い

る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
反
対
に
、〝
下
〞
は
マ
イ
ナ
ス
の

イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
が
ち
で
あ
る
。
つ
ま

り
、「
上
と
下
」
の
価
値
付
け
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
言
語
に
共
通

な
「
表
と
裏
」「
前
と
後
」「
光
と
陰
」

な
ど
は
、
身
体
の
経
験
・
行
動
知
に
基

づ
く
意
味
合
い
が
反
映
さ
れ
る
場
合
が

多
い
。
認
知
言
語
学
は
そ
う
し
た
内
容

を
研
究
領
域
と
す
る
。

「
前
方
は
大
体
ど
の
言
語
で
も
未
来
で

す
し
、
後
ろ
は
過
去
で
す
。
比
喩
的
に

『
先
が
見
え
な
い
』
と
い
う
表
現
は
諸
言

語
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
身
体
認
知

の
価
値
付
け
が
も
し
多
く
の
言
語
に
共

通
す
る
と
す
れ
ば
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
言

語
教
育
に
役
立
て
ら
れ
る
は
ず
で
す
」

　

執
筆
者
と
し
て
参
加
し
た
『
英
語
多

義
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
辞
典
』（
２
０
０
７

年
刊
）
で
は
、
英
語
世
界
の
研
究
成

果
を
集
大
成
と
し
て
ま
と
め
た
。
英
語

の
重
要
多
義
語
１
４
２
７
語
を
選
定
し
、

そ
の
多
義
の
仕
組
み
を
含
め
た
全
貌
の

解
明
を
目
指
し
た
辞
書
だ
。
な
ぜ
多
義

語
が
複
数
の
意
義
を
持
つ
か
を
明
ら
か

に
し
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
英
語
圏
の
人

た
ち
の
も
の
の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。

　

一
例
を
挙
げ
る
と
、w

indow

の

項
目
で
は
、
ま
ず
「
窓
」
と
い
う
意

味
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
後
、「
窓
」
は

次
々
と
展
開
さ
れ
、「
商
店
の
陳
列
窓
」

「（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
画
面
な
ど
）
窓
の
形

を
し
た
も
の
」「
駅
・
銀
行
の
窓
口
」

「
世
界
・
心
の
窓
」「
時
間
・
機
会
の

窓
」
と
広
が
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
発
想
を
外
国
語
教
育
に
役

立
て
よ
う
と
す
る
の
が
、
応
用
認
知
言

語
学
だ
。

「
例
え
ば
日
本
語
の
〝
山
〞
は
単
に
ほ

か
の
地
面
よ
り
高
く
盛
り
上
が
っ
た
場

所
だ
け
で
な
く
、
仕
事
の
山
、
借
金
の

山
、
試
験
の
山
、
映
画
の
山
場
と
い
っ

た
使
わ
れ
方
も
す
る
。
な
ぜ
『
山
』
で

あ
っ
て
、『
丘
』
で
は
な
い
の
か
。
お
そ

ら
く
人
間
は
山
と
長
く
対
峙
し
て
、
そ

の
経
験
か
ら
乗
り
越
え
な
い
と
い
け
な

い
も
の
と
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
推
論
を
立
て
て

意
味
の
広
が
り
を
辞
書
に
し
て
い
ま

す
」

　

著
書
『
と
り
あ
え
ず
日
本
語
で
│

も
し
も
…
あ
な
た
が
外
国
人
と
「
日
本

荒
川
洋
平
准
教
授

留
学
生
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
・
認
知
言
語
学

人
は
主
観
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。

仮
に
、こ
こ
に
階
段
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。

階
段
の
上
に
い
る
人
か
ら
見
れ
ば
、

見
下
ろ
す
先
は「
下
り
階
段
」。で
も
そ
の
逆
は

 「
上
り
階
段
」に
他
な
ら
な
い
。

同
じ
階
段
で
も
ど
こ
か
ら
見
る
か

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
言
葉
が
異
な
る
。

日
本
人
が
考
え
る
日
本
語
と
、外
国
人
か
ら
見
た
日
本
語
、

と
い
う
の
も
同
じ
関
係
性
で

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

文
・
小
玉
進
午　

写
真
・
髙
仲
建
次 あ

ら
か
わ 

よ
う
へ
い

1
9
8
4
年
立
教
大
学
文
学
部
仏
文
科
卒
業
、

93
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
教
育
学
大
学
院
修
了
。

デ
ュ
ー
ク
大
学
助
手
、

国
際
交
流
基
金
日
本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
専
任
講
師
を
経
て
、

99
年
よ
り
現
職
。

専
門
は
メ
タ
フ
ァ
ー
研
究
を
中
心
と
し
た

認
知
言
語
学
。

Interview
 w

ith Y
ohey A

rakaw
a

認
知
言
語
学
で
日
本
語
の
将
来
を
見
据
え
る

人

日
本
語
教
育
に
生
き
る

応
用
認
知
言
語
学

21
世
紀
の
日
本
語
の

進
む
べ
き
道
を
考
え
る

発
想
の
違
い
を

受
け
入
れ
る
寛
容
さ

これまで出版した日本語教育に
関する本の数々。

現在は仮想世界のメタファーに
関する日本語論を執筆中。

研究道具一式が詰め込まれたかばん。
これを手に、多くの国 を々回った。

英語の重要多義語1427語を
解説した『英語多義ネットワーク辞典』。

例えば、「Window」でも、
これだけ多義に広がっていく。
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一
生
依
頼
さ
れ
た
く
な
い
、

「
聴
」
と
い
う
お
題
で
コ
ラ

ム
の
依
頼
が
き
た
。
私
は
古
代
文
字
・
死
言
語
を
専

門
と
し
て
い
る
。
11
〜
13
世
紀
の
中
国
北
西
に
あ
っ

た
「
西
夏
」
と
い
う
国
の
言
語
と
文
字
で
あ
り
、
現

在
で
は
言
語
も
文
字
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が

幸
い
、
西
夏
文
字
の
発
音
を
漢
字
や
チ
ベ
ッ
ト
文
字

で
表
記
し
た
資
料
な
ど
が
残
っ
て
お
り
、
あ
る
程
度

は
音
声
も
推
測
で
き
る
。
と
は
い
え
、
私
も
含
め
て

現
代
で
西
夏
語
を
「
聴
く
」
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
推
定
音
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
外
国
語

大
学
に
籍
を
置
く
者
と
し
て
、
自
分
の
専
門
と
す
る

言
語
音
を
ネ
タ
に
で
き
な
い
の
は
全
く
切
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
聴
」
は
、
私
が
最
初
期
に
覚
え

た
西
夏
文
字
で
あ
る
。
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
を

記
す
こ
と
に
し
よ
う
。
初
め
て
学
ん
だ
文
字
が
、
例

ね
で
文
字
を
練
習
し
て
み
た
。
す
る
と
い
く
つ
か
の

疑
問
が
わ
い
た
。「
聴
く
」
と
い
う
字
は
「
人
」
と

「
耳
」
か
ら
で
き
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
「
夢
」

を
構
成
す
る
「
見
る
」
の
字
は
、
例
え
ば
「
人
」
と

「
目
」
に
分
解
で
き
る
よ
う
に
は
ど
う
し
て
も
思
え

な
い
。
こ
れ
に
は
何
か
、
漢
字
の
常
識
で
は
量
り
が

た
い
規
則
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
…

　
こ
う
し
た
疑
問
は
、
私
を
奇
怪
な
古
代
文
字
の

世
界
に
踏
み
入
れ
さ
せ
た
き
っ
か
け
の
一
つ
だ
っ
た
。

主
人
公
が
受
け
た
授
業
は
、
私
に
と
っ
て
も
初
め
て

の
西
夏
文
字
の
授
業
で
あ
っ
た
。

　
時
を
経
て
、
構
成
が
簡
単
に
説
明
で
き
な
い
西

夏
文
字
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
西
夏
語
の
「
聴
く
」

「
聞
く
」
は
状
況
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
字（
注
）
形
・

音
形
を
持
つ
こ
と
も
知
っ
た
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、

残
念
な
が
ら
「
人
＋
耳
」
の
字
形
ほ
ど
、
明
瞭
に
構

成
要
素
に
分
解
で
き
る
字
は
無
い
。
私
の
学
ん
だ

「
聴
く
」
は
こ
れ
か
ら
も
、
初
学
者
が
最
初
に
覚
え

る
字
形
の
一
つ
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

注
・
漢
語
の
「
聴
」「
聞
」に
対
応
す
る
の
は
、

前
者
は

、

、
後
者
は

、

な
ど
。

（
右
は
『
今
昔
文
字
鏡
』フ
ォ
ン
ト
を
使
用
し
て
い
る
）

え
ば
数
字
や
日
付
を
表
す
字
で
な
か
っ
た
こ
と
に
は

理
由
が
あ
る
。
も
う
20
年
以
上
昔
、
西
夏
を
舞
台
に

し
た
『
敦
煌
』
と
い
う
邦
画
が
公
開
さ
れ
た
。
井
上

靖
の
原
作
に
は
無
い
場
面
で
、
主
人
公
が
西
夏
文
字

を
教
授
さ
れ
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
西
夏
語
の
先
生
の

解
説
は
こ
う
だ
。

「
西
夏
文
字
は
非
常
に
合
理
的
に
作
ら
れ
て
い
る
。

…
『
夜
』
と
『
見
る
』
が
合
わ
さ
っ
て
『
夢
』
と
い

う
文
字
に
な
る
。『
人
』
と
『
耳
』
を
合
わ
せ
る
と

『
聴
く
』
と
い
う
文
字
に
な
る
」

　
そ
こ
に
は
、
私
が
知
っ
て
い
る
漢
字
部
首
と
は
か

け
離
れ
た
、
そ
れ
で
い
て
明
ら
か
に
表
意
的
な
構
成

要
素
か
ら
な
る
文
字
が
現
れ
た
。
当
時
の
私
は
│
今

も
同
様
だ
が
│
音
声
言
語
よ
り
文
字
資
料
に
関
心
が

あ
っ
た
よ
う
だ
。
映
画
の
監
修
を
つ
と
め
た
先
生
の

ご
著
書
な
ど
で
こ
の
文
字
を
確
認
し
、
見
よ
う
見
ま

「
聴
は
耳
声
を
待
つ
な
り
」。江
戸
時
代

の
儒
学
者
、荻
生
徂
徠
の
言
葉
と
さ
れ
る
。

何
気
な
い
日
常
の
中
で
、偶
然
あ
る
い
は

必
然
に
飛
び
込
ん
で
く
る
音
が
あ
る
。そ

の
音
は
突
然
で
劇
的
か
も
し
れ
な
い
。音

色
に
表
情
が
あ
る
の
な
ら
、人
は
耳
を
傾

け
、
そ
し
て
そ
の
音
に
隠
さ
れ
て
い
る
心

を
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。「
聴
」。

五
感
で
受
け
止
め
た
そ
の
音
色
は
、
な
ぜ

か
時
が
経
っ
て
も
色
褪
せ
る
こ
と
は
な
く
、

深
く
心
に
刻
ま
れ
て
い
る
…
…
。

kiku

「

聴
」

イ
ラ
ス
ト
・
ミ
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グ
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イ
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コ
ラ
ム
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O
B
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oice  C
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「
聴
く
」
か
ら

学
ん
だ

西
夏
文
字

ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所 

情
報
資
源
戦
略
ユ
ニ
ッ
ト 

准
教
授

荒
川 

慎
太
郎

Text:Shintaro A
rakaw

a

で
き
れ
ば 1.

あ
ら
か
わ 

し
ん
た
ろ
う

２
０
０
２
年
京
都
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

専
門
は
西
夏
語
・
西
夏
文
字
。

博
士（
文
学
）京
都
大
学
。著
書

に『
図
説　
ア
ジ
ア
文
字
入
門
』

（
ふ
く
ろ
う
の
本「
世
界
の
文

化
」
シ
リ
ー
ズ
）、
ア
ジ
ア
・
ア

フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
編

（
共
著
）河
出
書
房
新
社
な
ど
。

共
編『
西
夏
語
辞
典
』で
第
２
回

「
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文

字
文
化
賞
」を
受
賞（
07
年
）。

+←

+←

「見る」

「耳」

「夜」

「人」

「夢」

「聴く」
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浮
か
ぶ
島
コ
ル
シ
カ
に
は
、

男
性
た
ち
が
歌
い
継
い
で

き
た
力
強
い
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
が
あ
る
。
パ
デ
ィ
エ
ッ
ラ

と
呼
ば
れ
る
歌
謡
は
、
楽
器
の
伴
奏
も
な
く
、
即
興

で
歌
わ
れ
る
定
型
歌
だ
。
明
る
く
も
厳
し
い
コ
ル
シ

カ
の
光
と
空
気
が
背
後
に
立
ち
上
が
る
か
の
よ
う
な
、

芯
の
あ
る
エ
コ
ー
が
弾
け
出
て
く
る
。
か
つ
て
は
教

会
で
も
広
場
で
も
歌
わ
れ
、
村
人
た
ち
が
道
で
行
き

会
え
ば
、
そ
の
場
で
会
話
す
る
よ
う
に
歌
い
出
す
こ

と
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
だ
が
今
は
消
滅
の
危
機
に
さ

ら
さ
れ
、「
パ
デ
ィ
エ
ッ
ラ
風
の
歌
謡
」
は
近
年
、
ユ

ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　
コ
ル
シ
カ
に
は
も
と
も
と
朗
唱
の
習
慣
が
あ
っ
た

し
、
日
常
生
活
で
も
、
歌
で
言
葉
を
か
け
あ
う
人
々

が
い
た
。
そ
ん
な
風
土
で
生
ま
れ
た
歌
で
は
、
言
葉

の
か
た
ち
か
ら
歌
の
リ
ズ
ム
や
旋
律
が
生
ま
れ
、
音

楽
は
、
言
葉
の
中
に
隠
れ
て
い
る
抑
揚
を
解
き
放
っ

て
い
く
。
歌
い
手
た
ち
は
、
昔
か
ら
伝
わ
っ
た
歌
詞

や
旋
律
を
記
憶
し
て
、
そ
こ
に
自
分
ら
し
さ
を
彫
り

込
む
と
い
う
。
言
葉
と
音
楽
が
た
が
い
に
耳
を
澄
ま

し
、
歌
い
手
は
、
今
こ
こ
に
響
く
自
分
た
ち
の
声
と
、

集
団
の
記
憶
と
声
を
、
同
時
に
聴
い
て
い
る
。

「
パ
デ
ィ
エ
ッ
ラ
風
の
歌
謡
」
は
三
つ
の
声
部
で
歌

わ
れ
る
が
、
主
声
、
低
声
、
高
声
の
歌
い
手
は
、
お

互
い
に
耳
と
目
と
口
で
相
手
を
読
み
、
追
い
か
け
、

臨
機
応
変
に
距
離
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
時
に
は
片

耳
に
手
を
あ
て
て
声
を
響
か
せ
合
う
。
片
耳
を
寝
か

せ
て
、
自
分
の
身
体
を
流
れ
る
た
く
さ
ん
の
倍
音
を

聴
き
な
が
ら
、
も
う
一
つ
の
耳
で
、
音
を
遊
ば
せ
て

作
る
独
特
な
声
の
重
な
り
の
こ
だ
ま
に
聞
き
入
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
自
分
と
他
者
、
言
葉
と
旋
律
、
伝

統
と
個
人
が
、
互
い
に
強
く
語
り
、
聴
き
合
い
、
表

面
張
力
し
な
が
ら
虚
空
の
は
る
か
高
い
と
こ
ろ
で
支

え
合
っ
て
い
る
。

　
コ
ル
シ
カ
語
の
み
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン

語
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
語
な
ど
、
過
去
に
島
に
や
っ
て

き
た
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
、
歌
に
残
っ
て
い
る
。
そ

し
て
現
在
は
、
近
代
以
降
し
だ
い
に
コ
ル
シ
カ
を
覆
っ

て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
言
葉
を
交
え
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ

む
ぐ
グ
ル
ー
プ
も
出
て
き
た
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の

内
部
を
聴
き
な
が
ら
、
自
分
た
ち
を
横
切
る
他
者
の

言
葉
を
聴
き
、
響
か
せ
る
。

も
っ
と
強
い
声
で
／
も
っ
と
大
き
な
声
で
言
っ

て
く
れ
／
ま
す
ま
す
音
を
通
さ
な
い
／
俺
た
ち

の
扉
を
開
け
て
く
れ

と
、
語
り
手
を
失
っ
て
い
く
コ
ル
シ
カ
語
と
そ
の
文

化
の
行
方
を
模
索
し
て
「
イ
・
ム
ヴ
リ
ニ
」
は
歌

う
。
音
を
通
さ
な
い
扉
は
、
何
で
で
き
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
扉
の
向
こ
う
で
声
を
失
っ
た
風
景
の
波
長

は
、
歌
に
こ
だ
ま
さ
せ
る
こ
と
で
探
し
あ
て
ら
れ
る

の
か
。
外
と
内
に
耳
を
開
い
た
言
葉
た
ち
、
互
い
に

耳
を
傾
け
合
う
複
数
の
旋
律
か
ら
次
々
と
新
し
い
エ

コ
ー
を
生
み
出
す
コ
ル
シ
カ
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
。
そ
の

響
き
を
聴
い
て
い
る
と
、
た
く
さ
ん
の
扉
に
阻
ま
れ

て
、
世
界
の
多
く
の
音
が
聴
こ
え
な
い
こ
と
を
は
っ

き
り
と
思
い
出
す
。
そ
し
て
、
聴
こ
え
な
い
歌
を
強

く
聴
き
た
い
と
い
う
渇
望
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。

学
校
は
賑
や
か
と

い
う
印
象
が
あ
る
。

私
が
住
ん
で
い
た
外
国
人
学
生
寮
は
教
育
大
学
附
属

校
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、
校
舎
の
側
を
通
り
か
か
る

と
、
小
学
校
の
低
学
年
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
か
、
い
つ
も

教
室
か
ら
元
気
な
声
が
聞
こ
え
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。

　
最
初
の
こ
ろ
は
漠
然
と
休
み
時
間
な
の
だ
ろ
う
と

考
え
て
い
た
。
し
か
し
い
つ
通
っ
て
も
元
気
な
声
が
聞

こ
え
て
く
る
こ
と
に
あ
る
と
き
気
づ
い
た
。
毎
回
毎
回

う
ま
い
具
合
に
休
み
時
間
に
通
り
か
か
る
訳
で
も
な

か
ろ
う
し
、
と
思
っ
て
よ
く
見
て
み
る
と
、
ち
ゃ
ん
と

先
生
が
い
て
授
業
中
で
あ
る
。

　
学
級
崩
壊
が
起
き
て
い
る
の
で
は
な
い
、
勉
強
を
し

て
い
る
の
だ
。
聞
こ
え
て
い
た
の
は
先
生
の
声
に
復
唱

し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
元
気
一
杯
な
声
だ
っ
た
。

　
私
が
ビ
ル
マ
語
を
勉
強
し
始
め
た
と
き
「
ラ
イ
ッ
ソ

ー
バ
ー
（
つ
い
て
言
い
な
さ
い
）」
と
い
う
言
い
方
を

習
っ
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
教
室
会
話
の
常
套
句
と
教

え
ら
れ
、
何
と
な
く
違
和
感
を
覚
え
た
記
憶
が
あ
る
。

「
言
い
な
さ
い
」「
読
み
な
さ
い
」
な
ら
分
か
る
が
、
自

国
人
に
対
す
る
教
育
で
「
先
生
の
後
に
つ
い
て
言
え
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

　
そ
の
違
和
感
が
氷
解
し
た
の
は
ド
イ
ツ
人
講
師
に

よ
る
言
語
学
講
義
に
出
席
し
た
と
き
だ
っ
た
。
こ
の

講
義
は
博
士
課
程
の
特
別
授
業
で
あ
り
、
私
以
外
の

受
講
生
は
全
員
が
大
学
教
員
だ
っ
た
。
そ
の
講
義
中
、

受
講
生
た
ち
が
一
斉
に
復
唱
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
講

師
が
そ
う
指
示
し
た
訳
で
は
な
く
、
さ
し
て
重
要
な

箇
所
で
も
な
い
の
に
、
そ
れ
は
自
然
発
生
的
に
起
こ
っ

た
。
30
人
も
の
大
学
教
員
が
講
師
の
言
葉
に
続
い
て

叫
ん
で
い
る
の
は
ち
ょ
っ
と
不
気
味
だ
っ
た
。

　
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
基
礎
教
育
に
限
ら
ず
、
教
育
と

は
先
達
か
ら
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
憶
え
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
も
基
本
的
な
教
育
法
が
口
写

し
、
す
な
わ
ち
「
ラ
イ
ッ
ソ
ー
（
つ
い
て
言
う
）」
な

の
だ
。
小
学
生
ば
か
り
か
大
学
の
先
生
も
こ
の
基
本

を
忠
実
に
守
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
。

　
記
憶
重
視
の
教
育
は
時
代
遅
れ
、
と
誰
が
言
え
る

だ
ろ
う
。
敬
虔
な
仏
教
徒
の
国
で
は
最
も
偉
大
な
る

智
慧
者
で
あ
る
釈
迦
の
言
葉
こ
そ
が
真
理
で
あ
る
。
正

し
い
思
考
は
真
理
の
確
か
な
習
得
の
上
に
な
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
か
、
そ
う
問
わ
れ
て
い
る
気
が
す
る
。
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ミ
ャ
ン
マ
ー
の

地
中
海
に

は
か
た 

か
お
る

１
９
９
９
年
東
京
大
学
大
学
院

人
文
社
会
系
研
究
科
欧
米
系
文

化
研
究
専
攻
博
士
課
程（
フ
ラ

ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
門
分

野
）修
了
、２
０
０
３
年
パ
リ
第

七
大
学
テ
ク
ス
ト
と
イ
メ
ー
ジ

の
科
学
科
博
士
課
程
修
了
。専

門
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
、フ
ラ
ン
ス
近

代
文
学
。訳
書
に『
ガ
ン
バ
ラ
：

バ
ル
ザ
ッ
ク 

芸
術
／
狂
気
小
説

選
集
２
』（
筆
者
担
当『
ガ
ン
バ

ラ
』、
水
声
社
）、『
地
球
の
か
た

ち
を
哲
学
す
る
』（
ギ
ョ
ー
ム
・

デ
ュ
プ
ラ
著
、
西
村
書
店
）、『
作

家
の
家
』（
F.
プ
レ
モ
リ
＝
ド

ル
ー
レ
著
、
鹿
島
茂
監
訳
、
西
村

書
店
）が
あ
る
。

お
か
の 

け
ん
じ

２
０
０
７
年
東
京
外
国
語
大
学

大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取

得
退
学
、
08
年
東
京
外
国
語
大

学
大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院

（
言
語
文
化
部
門
）准
教
授
。専

門
は
ビ
ル
マ
語
。著
書
に「
現
代

ビ
ル
マ（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）語
文
法
」

（
２
０
０
７
）国
際
語
学
社
が
あ

る
。

賑
や
か
さ
の

な
か
に
あ
る

釈
迦
の
教
え

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院 

言
語
文
化
部
門 

准
教
授

岡
野
賢
二

Text:K
enji O

kano

内
と
外
を
聴
く

コ
ル
シ
カ
の
歌

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院 

言
語
文
化
部
門 

准
教
授

博
多 

か
お
る

Text:K
aoru H

akata

2.3.
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　毎年11月に開催される外語祭は、外
語大の一つの象徴といえる。その外語祭
にとって、「語劇」は起源そのものであり、
学習の成果を試す発表の場でもある。
　ドイツ語専攻の堀圭太さん（２年）は、
語劇局長として88回目となる2010年の
語劇を取り仕切る。
 「今年から会場が変わります。そのため
何から何まで初めてのこと。蓄積された
ノウハウは、そのまま通用しないでしょう。
何が起こるかわからないだけに、責任の
重さを感じています」
　会場は、2010年春に完成した異文化
交流施設「アゴラ・グローバル」内にで
きた「プロメテウス・ホール」に変わった。
09年までの会場は、定員280人と手狭で、
例年観客が入りきらないことも多かった。
　その点、プロメテウス・ホールは501人
を収容でき、最新の音響・映像設備はも
とより同時通訳設備も完備している。こ
こで26の専攻語の２年生と３つの有志
団体が５日間にわたり語劇を上演する。
　堀さんは、高校では演劇部に所属して
いた。だが、当時の学園祭実行委員に
杓子定規な規則を押し付けられたせいで、
楽しんで舞台に臨めなかった苦い経験が
あった。
 「でも批判しているだけではだめだ、それ
なら自分がやろう」と思い、入学後すぐ外
語祭の運営にかかわった。
　堀さんの仕事は、大学との交渉や団
体間の調整、上演環境の整備など多岐
にわたる。語劇に出演する各団体との打
ち合わせは、５月から始まり、照明や音響
といった設備を説明する。本番前の９～
10月は土日返上の忙しさだ。
 「例年ならマニュアル通りに『ここはこうな
ります』という話で済んでいたのが、今年
はすべてが初めてのこと。『ここはこうしま
す！』と自分の意思をはっきり示し、実行
していく必要があります。悔いのないよう
に全力を尽くしたいと思います」
　数々の歴史を重ねてきた語劇に今また
新たなページが刻まれようとしている。

上：各団体に教えるため、照明、音響装置の
操作は早 に々覚えた。

中：舞台の演出に欠かせない照明装置。
下：9月からは講習会、打ち合わせなどで

休日返上の忙しさ。
この日はウルドゥー語の練習に立ち会う。

Keita Hori
高校３年生のとき、
外語祭を見て「日本じゃない」雰囲気に感動、
進学を決意した。
60人ほどからなる外語祭実行委員会中、
語劇局は15人で構成される。東京都出身。

Influential Face

歴史を刻む
在学生

Text by 
Shingo Kodama

Photo by 
Kenji Takanaka

Photo by Rie Asakura

「

語
劇
の
新
た
な
船
出
を
支
え
る
」　
堀 

圭
太 

ド
イ
ツ
語
専
攻
２
年

外語祭の歴史は
「語劇」の歴史そのもの。
新たなステージの幕が
今、上がる。
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キ
ャ
ン
パ
ス
で
日
本
語
で
も
ラ
テ

ン
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
も
な
い
言
葉

の
新
聞
や
本
を
ご
く
普
通
に
読
ん
で
い

る
人
を
見
か
け
た
り
、
外
国
語
が
耳
に

飛
び
込
ん
で
く
る
と
き
、
外
語
大
に
来

た
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。

　

着
任
は
２
０
０
９
年
10
月
で
し
た
。

私
自
身
は
、
こ
の
緑
が

多
い
キ
ャ
ン
パ
ス
と
は

対
照
的
な
、
ご
ち
ゃ
ご

ち
ゃ
し
た
街
中
の
マ
ン

モ
ス
大
学
出
身
で
す
。

あ
ま
り
そ
こ
に
そ
ぐ
わ

な
い
、
ま
っ
た
り
し
た

古
楽
サ
ー
ク
ル
で
下
手

な
笛
を
吹
い
て
い
た
と

き
、
Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
使
わ
れ
て
い

た
中
世
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
写
本
挿
絵
に

一
目
惚
れ
し
た
の
が
運
の
尽
き
。
そ
の

後
は
挿
絵
の
不
思
議
さ
と
面
白
さ
に
導

た
。
で
す
か
ら
、
現
在
の
新
し
く
て
き

れ
い
な
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
驚
き
ま
し
た
。

　

外
大
生
の
第
一
印
象
は
、
真
面
目
で

お
と
な
し
い
。
真
面
目
に
知
識
を
得
よ

う
と
す
る
姿
勢
に
は
と
て
も
好
感
を
持

て
ま
す
が
、
欲
を
言
え
ば
、
も
う
少
し

ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
「
食
い
つ
き
」
を
期

待
し
た
い
で
す
。

　

研
究
で
は
ド
イ
ツ
の
表
現
主
義
文
学

を
主
な
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。
本
が

好
き
で
文
学
部
に
入
っ
た
の
で
す
が
、

授
業
を
通
じ
て
、
趣
味
と
し
て
の
読
書

と
研
究
は
違
う
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
し
た
。
研
究
を
面
白
い
と
思
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
長
い
学
生
時
代

に
出
会
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
先
生
方
の
お

か
げ
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
こ
れ

か
ら
教
師
と
し
て
、
外
語
大
の
学
生
に

何
か
自
分
の
テ
ー
マ
や
関
心
領
域
を
見

つ
け
る
き
っ
か
け
を
提
供
で
き
れ
ば
い

い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
私
は
食
い
し
ん
坊
で
、
各
国

か
れ
る
ま
ま
、
日
本
や
ス
ペ
イ
ン
を
は

じ
め
、
短
期
滞
在
や
研
究
発
表
な
ど
を

含
め
る
と
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
メ

キ
シ
コ
な
ど
で
遍
歴
修
業
を
重
ね
て
き

ま
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
中
世
美
術
と
聞
く

と
随
分
限
定
的
な
テ
ー
マ
に
聞
こ
え
ま

す
が
、
そ
れ
で
も
世
界
は
こ
れ
だ
け
広

が
る
の
で
す
ね
。
今
後
は
若
い
み
な
さ

ん
の
世
界
を
広
げ
る
お
手
伝
い
を
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

２
０
０
９
年
10
月
に
着
任
し
ま
し
た
。

専
門
は
20
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
で
す
が
、

ダ
ン
ス
、
美
術
、
建
築
な
ど
に
関
心
が

あ
り
、
そ
れ
ら
の
分
野
に
関
す
る
文
章

を
書
い
た
り
、
翻
訳
を
し
た
り
し
て
い

ま
す
。
東
京
大
学
の
英
米
文
学
科
を
卒

業
し
た
後
、
サ
ル
ト
ル
や
カ
ミ
ュ
な
ど

の
作
品
が
好
き
だ
っ
た
た
め
、
大
学
院

で
は
仏
文
科
に
進
み
ま
し
た
。
留
学
し
、

パ
リ
第
４
大
学
で
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に

つ
い
て
の
博
士
論
文
を
準
備
し
つ
つ
、

フ
ラ
ン
ス
の
大
学
の
二
重
登
録
制
を
利

用
し
て
、
パ
リ
第
８
大
学
で
は
美
術
の

勉
強
を
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
寄
り
道
の
せ
い
で
、
博
士

料
理
を
作
る
こ
と
が
趣
味
な
の
で
、
外

語
祭
は
密
か
な
楽
し
み
で
す
。

　

２
０
１
０
年
度
に
着
任
し
ま
し
た
。

私
は
東
京
大
学
を
卒
業
し
、
博
士
前
期

課
程
が
外
語
大
で
し
た
の
で
、
母
校
に

戻
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
嬉

し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

専
門
は
言
語
学
で
す
。
マ
レ
ー
シ
ア

語
が
研
究
の
中
心
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
語

専
攻
の
授
業
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
外

語
大
に
着
任
す
る
前
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
国
立
大
学
で
１
年
、
米
国
の
ミ
ネ
ソ

タ
大
学
で
２
年
半
、
博
士
課
程
に
在
籍

し
て
い
ま
し
た
。
博
士
前
期
課
程
中
に

は
マ
レ
ー
シ
ア
国
民
大
学
に
１
年
ほ
ど

留
学
し
ま
し
た
の
で
、
私
の
留
学
経
験

は
計
４
年
半
に
な
り
ま

す
。
北
米
の
博
士
課
程

は
通
常
５
年
で
す
の

で
、
４
年
半
と
い
う
の

は
期
間
的
に
は
ご
く
普

通
な
の
で
す
が
、
３
つ

の
大
学
と
い
う
点
で

は
、
非
常
に
稀
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

論
文
の
提
出
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
寄
り
道
す
る
癖
は
今
も
直
っ

て
い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
か
、

趣
味
も
年
々
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
外

大
生
は
真
面
目
で
快
活
な
人
が
多
く
、

楽
し
い
日
々
を
過
ご
さ
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
が
、
一
方
で
寄
り
道
は
し
な
い

と
い
う
学
生
も
少
な
く
な
く
、
や
や
寂

し
い
気
も
し
ま
す
。
在
学
中
は
知
識
の

獲
得
や
就
職
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な

く
、
自
分
で
読
み
、
考
え
、
生
産
す
る

力
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

２
０
１
０
年
４
月
に
着
任
し
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
留
学
期
間
が
長
か
っ
た
た
め
、

外
語
大
が
ま
だ
西
ヶ
原
に
キ
ャ
ン
パ
ス

を
構
え
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し

　

授
業
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
語
や
マ
レ

ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
事
情
に

つ
い
て
も
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
て
話

し
、
教
師
、
学
生
共
に
ア
ジ
ア
と
欧
米

の
ど
ち
ら
か
に
視
点
が
偏
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
長
い
間
、
大
学

病
院
で
心
筋
梗
塞
な
ど

の
重
篤
な
患
者
さ
ん
を

診
て
き
ま
し
た
。
瀕
死

の
患
者
さ
ん
を
救
う
こ

と
も
重
要
で
す
が
、
病

気
の
予
防
は
よ
り
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
、
２
０
１
０
年

４
月
よ
り
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
教
授
と

し
て
学
生
さ
ん
を
中
心
と
し
た
診
療
に

従
事
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

現
代
の
日
本
で
は
ス
ト
レ
ス
が
多
い

で
す
が
、
心
身
の
健
康
状
態
が
保
て
て

い
な
い
学
生
諸
君
が
少
数
な
が
ら
見
ら

れ
ま
す
。
個
々
人
に
対
す
る
学
生
支
援

の
み
な
ら
ず
、
大
学
さ
ら
に
は
社
会
全

体
で
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
べ
き

か
に
つ
い
て
、
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
で
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●
新
任
紹
介

外
語
大
の

メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
方
々
か
ら

一
言
い
た
だ
き
ま
し
た

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院
・
言
語
文
化
部
門 

講
師

専
門 

20
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学

桑
田
光
平

K
ohei K

uw
ada

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院
・
言
語
文
化
部
門 

講
師

専
門 

ス
ペ
イ
ン
中
世
美
術
史

久
米
順
子

Junko K
um

e

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院
・
言
語
文
化
部
門 

講
師

専
門 

ド
イ
ツ
文
学
、文
化
・
思
想
史
、比
較
文
学

西
岡
あ
か
ね

Akane N
ishioka

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院
・
言
語
文
化
部
門 

講
師

専
門 

言
語
学

野
元
裕
樹

H
iroki N

om
oto

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
教
授

松
本
晃
裕

Akihiro M
atsum

oto
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プロメテウスの神話

Simbolo di TUFS

プロメテウスはギリシャ神話に
登場する神である。その名は、

「pro（先に、前に）＋metheus（考え
る者）」で、「先見の明を持つ者」「熟
慮する者」の意味を持つ。神々の姿
に似せて創られた人類に、「火」を伝
えたとされる。人類は、その火によっ
て文明を発達させた。アポロドーロス
の『ギリシャ神話』第１巻によると、人
間を創造したのもプロメテウスだった
といわれ、水と泥から人間を創り、他
の動物の持つ全能力を与えたとされ
ている。また、火だけでなく、数、 建築、
気象、文字などの知恵を伝えたことか
ら、プロメテウスは古代ギリシャの知
の象徴だった。一方で、人類に火と
知性をもたらしたプロメテウスは、主
神ゼウスの怒りに触れ、コーカサスの
山に閉ざされることになった。そこで
毎日、禿鷹に肝臓をついばまれる業
苦を強いられた。だが、プロメテウス
は不死の存在であるため、肝臓を何
度も再生しのちにヘラクレスにより解
放されるまで半永久的な拷問が行わ
れていたと伝えられている。

は
広
い
視
野
に
立
っ
て
活
動
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

心
身
の
健
全
さ
が
こ
れ
か
ら
の
日
本

を
担
っ
て
い
く
若
者
に
と
っ
て
、
最
も

必
要
不
可
欠
の
要
素
で
す
。
こ
れ
ら
両

面
に
お
け
る
健
康
の
保
持
・
増
進
を
図

る
た
め
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
お
よ
び

ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
さ
ら
に
教
職
員
に

対
し
て
も
生
活
習
慣
病
予
防
と
、
疾
病

の
早
期
発
見
な
ど
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、

積
極
的
に
産
業
医
活
動
な
ど
を
行
う
所

存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
御
支
援
を
頂
き

ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

４
月
か
ら
監
事
に
就
任
し
ま
し
た
。

監
事
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
仕
事
な

の
？　

と
疑
問
を
抱
か
れ
る
方
が
多
い

か
と
思
い
ま
す
が
、
企
業
で
い
え
ば
監

査
役
、
外
語
大
の
業
務
全
般
を
監
査
す

る
の
が
仕
事
で
す
。
監
事
に
就
任
し
て

以
降
、
府
中
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
を
歩
き
、

ま
た
、
多
く
の
先
生
方

や
、
学
生
の
皆
さ
ん
と

直
接
お
話
を
す
る
機
会

を
得
て
外
語
大
に
つ
い

て
よ
り
多
く
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

外
語
大
の
魅
力
は
何

と
言
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま

な
言
語
を
通
じ
て
世
界
の
隅
々
に
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
外

語
大
に
は
門
も
塀
も
あ
り
ま
せ
ん
。
非

常
に
開
か
れ
た
大
学
で
す
。
そ
の
主
役

で
主
人
公
で
あ
る
学
生
の
皆
さ
ん
が
自

由
に
学
び
、
楽
し
く
研
究
で
き
る
よ
う

に
そ
の
環
境
を
も
っ
と
も
っ
と
良
い
も

の
に
す
る
た
め
の
お
手
伝
い
が
少
し
で

も
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

監
事
、
と
い
う
と
何
や
ら
堅
苦
し
い

も
の
に
聞
こ
え
が
ち
で
す
。
ひ
た
す
ら

帳
簿
を
検
閲
し
た
り
、
数
字
の
突
合
に

い
そ
し
ん
だ
り
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

う
し
た
職
務
も
あ
る
の
で
す
が
（
笑
）、

重
要
な
の
は
、
外
語
大
が
そ
の
目
指
す

将
来
に
向
か
っ
て
、
公
明
正
大
に
進
ん

で
い
く
の
を
見
守
り
、
時
に
は
意
見
を

述
べ
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

現
在
、
日
本
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に

直
面
し
て
お
り
、
外
語
大
の
果
た
す
べ

き
役
割
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。
世
界
各
地
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
、
文
化
、
言
語
が
あ
り
、
そ
の
多
彩

さ
に
取
り
組
む
大
学
の
姿
は
、
今
、
最

も
必
要
と
さ
れ
て
い
る

多
様
性
と
そ
の
受
容
を

ま
さ
に
体
現
す
る
も
の

だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
ま

で
金
融
業
界
で
長
く
働

き
、
今
は
経
営
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
と
し
て
日
々

企
業
活
動
に
接
し
て
い

ま
す
が
、
こ
う
し
た
外

語
大
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
の
風
を
最
近
し
ば
し

ば
感
じ
ま
す
。
外
部
の
視
点
か
ら
ビ
ジ

ネ
ス
の
大
き
な
波
を
大
学
に
届
け
、
大

学
の
確
か
な
将
来
を
形
作
る
一
助
に
な
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

監
事寺

前 

隆

Takashi Teram
ae

監
事松

田
千
恵
子

Chieko M
atsuda
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