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最
近
、Atelier	Parfum

	de	fleurs

と
い
う
香
水
作
り
の
講
座
に
誘
わ
れ
た
。
香

水
は
身
近
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
非
日
常
を
味
わ
い
た
く
な
っ
て
参
加
す
る
こ
と

に
し
た
。
香
水
に
は
悠
久
の
歴
史
が
あ
る
。
大
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
『
博
物
誌
』
に
も
あ

る
よ
う
に
、
香
料
は
す
で
に
古
代
ロ
ー
マ
で
利
用
さ
れ
て
い
た
。
初
め
て
歴
史
に
登

場
す
る
の
は
、
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
頃
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
の
時
代
。
香
り
の
で

る
樹
木
を
燃
や
し
て
死
者
を
埋
葬
し
た
り
、
煙
と
香
り
を
神
々
に
捧
げ
て
疫
病
や
悪

魔
祓
い
を
す
る
焚
香
（
ふ
ん
こ
う
）
に
、
そ
の
は
じ
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
。
香
水
を

意
味
す
るperfum

e

が
、
ラ
テ
ン
語
のper	fum

um

（
煙
に
よ
っ
て
）
を
語
源
と

す
る
こ
と
が
腑
に
落
ち
る
。

　

さ
て
、
香
水
作
り
の
講
座
で
は
、
各
受
講
生
の
前
に
香
水
用
の
可
憐
な
小
瓶
が
準

備
さ
れ
、
あ
た
り
は
も
う
優
し
い
花
の
香
り
に
満
た
さ
れ
て
い
た
。
ス
ズ
ラ
ン
、
ユ

リ
、
パ
ン
ジ
ー
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
い
っ
た
花
の
エ
キ
ス
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
て
、

自
分
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
香
水
を
作
る
と
い
う
趣
向
。
香
り
の
な
か
で
ふ
と
、
香
水

の
都
と
呼
ば
れ
る
南
仏
の
小
さ
な
街
、
グ
ラ
ー
ス
を
訪
ね
た
と
き
の
記
憶
が
よ
み
が

え
っ
て
き
た
。
ち
ょ
う
ど
、
あ
の
世
界
的
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
、『
香
水

―
あ
る
人

殺
し
の
物
語
』
に
戦
慄
を
覚
え
た
頃
の
こ
と
だ
。
山
中
を
揺
ら
れ
た
バ
ス
か
ら
街
に

　

よ
う
こ
そ
、広ピ

ア
ッ
ツ
ァ場
へ

大
岩	

昌
子

名
古
屋
外
国
語
大
学
出
版
会
・
編
集
長
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降
り
立
っ
た
瞬
間
、
風
に
乗
っ
た
色
と
り
ど
り
の
香
り
が
私
を
迎
え
て
く
れ
た
…
…

我
に
返
る
と
、
受
講
生
の
皆
さ
ん
が
楽
し
げ
に
、
花
の
エ
キ
ス
を
ス
ポ
イ
ト
に
吸
い

込
み
、
自
分
の
小
瓶
の
中
で
思
い
思
い
の
調
合
を
始
め
て
い
る
。
香
り
の
記
憶
、
想

像
、
そ
し
て
創
造
。
講
座
の
先
生
に
よ
る
最
後
の
一
言
が
印
象
的
だ
っ
た
。「
ぜ
ひ

身
近
に
あ
る
自
然
の
中
の
香
り
を
感
じ
て
ほ
し
い
。」
非
日
常
を
味
わ
お
う
と
参
加

し
た
講
座
だ
っ
た
が
、
穏
や
か
で
か
け
が
え
の
な
い
、
忘
れ
が
ち
な
日
常
を
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
ひ
と
と
き
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
出
版
会
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。
日
頃
の
活
動
と
し
て
は
、
英
語

や
世
界
教
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
授
業
で
使
用
さ
れ
る
教
科
書
や
、
一
般
読
者
に
向

け
て
書
店
に
も
並
ぶ
書
籍
を
製
作
し
て
い
る
。
皆
さ
ん
の
よ
う
な
若
い
読
者
に
届
く

よ
う
な
作
品
作
り
が
、
わ
れ
わ
れ
の
コ
ン
セ
プ
ト
だ
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
イ
ベ
ン
ト

に
関
わ
る
こ
と
も
多
い
。
た
だ
い
ま
、
ワ
ー
ル
ド
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
と
の

共
催
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
長
編
小
説
に
挑
む
！
」
が
進
行
中
。
今
号
のPiazza

の
特

集
で
も
あ
る
。
学
生
時
代
に
一
つ
の
作
品
で
も
よ
い
の
で
、
長
編
小
説
を
読
破
し
て

ほ
し
い
、
そ
ん
な
願
い
か
ら
企
画
さ
れ
た
。
理
由
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
ま
ず
あ
げ

る
と
す
れ
ば
、
読
め
ば
必
ず
そ
の
後
の
人
生
が
大
き
く
変
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
「
読
書
コ
メ
ン
ト
大
賞
」
を
大
学
図
書
館
と
共
催
し
た
り
、
学
外
の
イ
ベ
ン
ト
な

ど
も
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
大
切
な
の
は
、
他
者
と
思
い
を
共
有
、
あ
る
い
は
批
評

す
る
こ
と
。
ま
た
読
書
に
よ
っ
て
変
化
し
た
自
分
自
身
を
意
識
す
る
こ
と
、
だ
ろ
う

か
。
十
月
に
は
「
読
書
コ
メ
ン
ト
大
賞
」
の
募
集
が
始
ま
る
の
で
、
積
極
的
に
応
募

し
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
。

3　   



　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
冊
子
の
タ
イ
ト
ルPiazza

は
、
イ
タ
リ
ア
語
で
「
広
場
」
を

意
味
す
る
。
大
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
・
国
籍
の
集
団
で
あ
り
、
大
い
な
る
交
流

の
場
で
あ
る
。
皆
さ
ん
は
確
実
に
そ
の
一
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
不
透
明
な

時
代
だ
か
ら
こ
そ
思
い
の
ま
ま
に
、
こ
の
広
場
の
仲
間
と
し
て
、
自
由
に
生
き
生
き

と
、
大
学
生
活
を
送
っ
て
ほ
し
い
。

　

あ
ら
た
め
て
、
よ
う
こ
そ
、Piazza

へ
。

お
お
い
わ 

し
ょ
う
こ

外
国
語
学
部
・
フ
ラ
ン
ス
語
学
科
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何
に
で
も
な
れ
る
自
分
を
見
つ
け
よ
う

　

は
じ
め
て
小
説
を
書
い
た
の
は
、
高
校
生
の
と
き
で
す
。
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
八
十
枚
。
今
か
ら
考
え
る

と
た
い
し
た
分
量
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
大
長
編
の
つ
も
り
で
し
た
。
作
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
書
い
て
み
た
か
っ
た
か
ら
書
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
の
小
説
は
こ
れ
一
つ
だ

け
で
す
。

　

小
学
校
時
代
、
本
は
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
外
で
何
か
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
し
て
遊
ん

で
い
た
も
の
で
す
。
で
も
十
四
歳
の
と
き
、
あ
る
小
説
に
出
会
い
ま
し
た
。
三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
で
す
。

こ
の
本
に
は
、
激
し
く
打
た
れ
ま
し
た
。
父
が
早
く
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
い

つ
の
ま
に
か
「
死
」
と
い
う
も
の
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。「
死
」
は
い
き
な
り
訪
れ
る
、

そ
の
こ
と
が
生
命
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
自
分
と
、『
金
閣
寺
』
の
主
人
公
が
重
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
も
そ
の
彼
は
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ

た
存
在
と
し
て
、
懸
命
に
生
き
方
を
模
索
し
て
い
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
自
ら
が
置
か
れ
て
い
る
根
源
的
な
生
き

方
、
実
存
的
状
況
と
接
点
が
あ
る
作
品
に
出
合
え
た
こ
と
は
、
本
当
に
幸
せ
で
し
た
。
今
で
も
、
三
島
と
い
う
作

家
に
は
惹
か
れ
続
け
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
文
学
に
親
し
む
よ
う
に
な
り
、
日
本
の
作
家
、
海
外
の
作
品
を
問
わ
ず
、
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
き
ま

 

構
成
・
大
岩 

昌
子　

川
端 

博

特
集
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

平
野	

啓
一
郎
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し
た
。
し
か
し
、
大
学
は
法
学
部
に
進
学
。
正
直
、
法
律
の
勉
強
に
は
あ
ま
り
興
味
が
持
て
な
か
っ
た
な
か
で
、

政
治
系
の
勉
強
は
魅
力
的
で
、
と
く
に
政
治
思
想
史
は
と
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
す
ば
ら
し
い
恩

師
に
も
出
会
い
、
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
小
説
を
書
く
と
き
に
も
役
立
っ
て
い
る

の
が
、
こ
の
時
の
勉
強
で
す
。
安
保
法
制
と
か
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
な
ど
、
社
会
的
・
世
界
的
な
問
題
に

コ
ミ
ッ
ト
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
大
学
で
の
社
会
科
学
系
の
学
び
の
お
か
げ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

在
学
中
、
京
都
に
は
ま
だ
遊
ぶ
場
所
も
少
な
く
、
大
学
時
代
に
は
読
書
と
い
う
安
価
な
趣
味
が
中
心
に
な
り
ま

し
た
。
文
庫
は
安
か
っ
た
の
で
よ
く
読
ん
だ
し
、
図
書
館
も
大
い
に
利
用
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
体
験
か
ら
、

作
家
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
育
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
在
学
中
に
書
い
た
小
説
『
日
蝕
』
で
、
芥

川
賞
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

政
治
と
文
学
を
学
ん
だ
大
学
時
代

　

小
説
は
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
自
分
で
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
物
語

を
動
か
す
手
法
は
避
け
る
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。
主
人
公
の
造
形
だ
け
で
作
品
を
作
る
と
、
ど
う
し
て
も
「
自

己
責
任
論
」
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
当
時
も
今
も
、
た
び
た
び
主
張
さ
れ
る
自
己
責
任
論
に
、

ぼ
く
は
大
き
な
反
発
を
感
じ
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
な
ん
で
も
か
ん
で
も
「
お
前
自
身
が
悪
い
か
ら
そ
う
な
る
の
だ
」

と
い
う
発
想
で
す
ね
。

　

大
学
時
代
に
手
に
取
っ
た
本
は
、
政
治
思
想
史
系
統
の
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
し
だ
い
に
、

外
国
文
学
に
ふ
れ
る
機
会
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
が
も
と
も
と
好
き
で
、
第
二
外
国
語
と
し
て
大
学

で
も
学
び
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
の
作
品
を
た
く
さ
ん
読
み
ま
し
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ラ
ン
ボ
ー
な
ど
の
詩
も
、

翻
訳
や
な
れ
な
い
原
文
に
挑
戦
し
た
り
。
翻
訳
は
、
鈴
木
信
太
郎
の
『
悪
の
華
』、
福
田
恆
存
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
な
ど
、
大
家
た
ち
の
手
に
な
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
近
代
文
学
の
、
い
く
ら
か
古
く
て
装

飾
的
な
言
葉
遣
い
が
魅
力
的
で
し
た
。

　

現
代
で
は
優
れ
た
古
典
的
な
作
品
に
、
数
多
く
の
翻
訳
が
出
て
い
ま
す
。
詩
は
も
ち
ろ
ん
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、

7　  長編小説と出会う



ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
な
ど
の
名
作
に
、
い
っ
た
い
何
種
類
の
翻
訳
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
翻
訳
は
原
文
と
雰
囲
気
が
違

う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
も
翻
訳
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
た
く
さ
ん
の
優
れ
た
作
品
を

読
む
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
翻
訳
家
の
工
夫
し
だ
い
で
多
く
の
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
、

そ
の
こ
と
が
ま
た
文
学
の
魅
力
な
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
ぼ
く
は
以
前
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
『
サ
ロ
メ
』
を
翻
訳
し
ま
し
た
（
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
）

が
、
そ
の
と
き
心
掛
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
訳
で
は
、
サ
ロ
メ
は
妖
婦
、
悪
女
の
よ
う
に

訳
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
原
文
で
は
十
七
歳
の
少
女
と
い
う
設
定
で
す
。
で
す
か
ら
自
分
と
し
て
は
、
そ
ん
な
少
女
の
無
垢
で

あ
る
こ
と
の
残
酷
さ
を
意
識
し
て
訳
し
て
み
た
つ
も
り
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
か
つ
て
の
大
家
た
ち
の
「
彫
ち
ょ
う

心し
ん

鏤る

骨こ
つ

」
の
翻
訳
に
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
現
代
の
新
し
い
翻
訳
作
品
も
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
長
編
に
挑
ん
で
み
た
い
！

　

文
学
は
世
界
を
広
げ
、
自
分
を
探
る
手
掛
か
り
に
も
な
り
ま
す
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
の
可
能
性
を
提
示
し
て

く
れ
る
も
の
で
す
。
高
校
時
代
は
受
験
で
忙
し
い
で
す
が
、
大
学
に
入
っ
た
ら
そ
の
と
き
し
か
読
め
な
い
長
編
・

大
長
編
に
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
時
代
は
、
比
較
的
ゆ
っ
く
り
時
間
が
流
れ
ま
す
。
読
書
で

退
屈
す
る
の
も
、
人
生
の
い
い
体
験
で
す
。
ぼ
く
も
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
魔
の
山
』
や
『
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
ー

ク
家
の
人
々
』、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』な
ど
の
長
編
を
読
ん
だ
の
は
大
学
時
代
で
し
た
。

そ
れ
に
、
た
と
え
ば
周
り
の
人
間
た
ち
が
退
屈
だ
と
思
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

暗
く
激
し
く
、
ま
が
ま
が
し
い
人
物
や
、
奇
人
変
人
が
大
活
躍
。
若
者
の
心
も
き
っ
と
と
ら
え
て
く
れ
ま
す
。

　

就
職
す
る
と
長
い
自
由
時
間
が
作
り
に
く
く
な
っ
て
、読
書
に
挑
戦
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

大
人
に
な
れ
ば
傲
慢
に
な
る
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
読
ん
で
お
い
た
ほ
う
が
い
い
も
の
、
な
か
な
か
手

が
出
せ
な
い
も
の
に
、
若
い
う
ち
に
挑
戦
す
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
若
者
は
知
的
好
奇
心
が
旺
盛
で
、
素
直
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で
、
わ
か
ら
な
く
て
も
読
む
、
そ
こ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

海
外
で
の
経
験
も
貴
重
で
す
。
ぼ
く
は
自
分
の
意
欲
の
ほ
か
に
、
大
学
で
学
ん
だ
政
治
思
想
史
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

世
界
の
文
学
な
ど
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、
小
説
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
文
化
交
流
使
」
の
制
度
で
パ

リ
に
一
年
間
滞
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ち
こ
ち
を
回
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
等
を
訪
れ
、
大
学
な
ど
で
講
演
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人

た
ち
と
語
り
合
え
た
、
た
い
へ
ん
充
実
し
た
一
年
で
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
学
生
時
代
に
訪
れ
る
外
国
は
、
お
金
は
な
く
て
も
、
そ
れ
自
体
が
自
由
で
の
び
の
び
と
し
た
冒
険

で
、
貴
重
な
体
験
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
は
、
行
っ
た
先
の
社
会
に
適
応
し
（
郷
に
入
れ
ば
郷
に
し
た
が
え
）、

考
え
方
・
文
化
な
ど
を
ひ
と
ま
ず
受
容
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
自
分
で
考
え
て
、
ち
が
う
自
分
を
発
見
す
る
こ

と
を
楽
し
み
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
決
め
つ
け
ず
、
多
く
の
自
分
に
な
れ
る
可
能
性
を
さ
ぐ
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
当
た

り
前
で
す
が
、
よ
く
遊
び
よ
く
学
ぶ
、
そ
れ
が
大
事
で
す
。
い
ろ
い
ろ
ト
ラ
イ
し
、
自
分
に
向
く
・
向
か
な
い
を

探
す
。
つ
ら
い
作
業
で
す
が
、
み
ん
な
同
じ
で
す
。

　

自
分
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
な
る
も
の
が
、
一
つ
の
仕
事
だ
け
で
決
定
す
る
と
思
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

人
生
は
、
本
当
に
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
自
分
が
ト
ー
タ

ル
で
自
分
な
の
だ
、
そ
う
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

 

（
名
古
屋
外
大
出
版
会
刊
行
『
ア
フ
タ
ー
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
』
よ
り
転
載
）

profile

平
野	

啓
一
郎
（
ひ
ら
の 

け
い
い
ち
ろ
う
）

小
説
家
。
一
九
七
五
年
生
。
京
都
大
学
法
学
部
在
学
中
に
執
筆
し
た
小
説
『
日
蝕
』
が
、 

第
百
二
十
回
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
。
作
品
は
『
葬
送
』『
マ
チ
ネ
の
終
わ
り
に
』『
あ
る
男
』

な
ど
。
エ
ッ
セ
イ
『
私
と
は
何
か
「
個
人
」
か
ら
「
分
人
」
へ
』。 

最
新
小
説
は
『
本
心
』。

二
〇
二
三
年
に
『
三
島
由
紀
夫
論
』
を
上
梓
。
な
お
蒲
郡
市
の
「
海
辺
の
文
学
記
念
館
」

に
は
、 

同
市
生
ま
れ
の
平
野
さ
ん
に
よ
る
作
品
、
色
紙
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
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長
編
日
記
を
読
む

　

何
十
年
か
ぶ
り
に
大
学
時
代
の
日
記
を
読
み
返
し
て
み
た
。

当
時
の
私
自
身
の
長
編
小
説
と
の
出
会
い
を
振
り
返
る
た
め

だ
。
毎
日
書
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、長
い
ブ
ラ
ン
ク
も
あ
る
。

そ
れ
で
も
四
年
分
の
日
記
を
読
了
す
る
の
に
は
、
け
っ
こ
う
時

間
が
か
か
っ
た
。
読
書
ノ
ー
ト
で
は
な
い
の
で
他
に
も
色
々
な

こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
な
か
で
も
、
当
時
は
何
か
に
つ
け
て
感

情
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
日
々
が
多
か
っ
た
こ
と
に
、
我
な
が
ら
驚

い
た
。
い
ま
の
名
古
屋
外
大
生
も
同
じ
よ
う
な
感
情
の
起
伏
を

経
験
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
ふ
と
思
っ
た
り
し
た
。

　

そ
の
日
記
の
な
か
で
作
家
・
作
品
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
の
は

四
十
七
か
所
。
作
家
名
を
登
場
順
に
並
べ
る
な
ら
、
ト
ル
ス
ト

イ
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
、
辻
邦
生
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、

ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー

ス
ト
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
コ
ン

ラ
ッ
ド
、
ゴ
ー
ゴ
リ
、
夏
目
漱
石
、
北
杜
夫
、
安
部
公
房
、
テ

未
知
の
世
界
へ
の
扉

木
村	

茂
雄

オ
ド
ー
ル
・
シ
ュ
ト
ル
ム
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
。

「
文
学
少
女
」「
文
学
青
年
」
は
死
語
か
？

　

私
は
自
他
と
も
に
認
め
る
「
文
学
青
年
」
だ
っ
た
。
も
っ
と

も
当
時
は
、
同
じ
よ
う
な
「
文
学
少
女
」「
文
学
青
年
」
が
周

り
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
た
。
前
か
ら
本
を
読
む
の
は
好
き
だ
っ

た
の
で
、
い
ま
並
べ
た
作
家
の
作
品
も
い
く
つ
か
は
す
で
に
読

ん
で
い
た
が
、
読
書
量
が
か
な
り
増
え
た
の
は
大
学
入
学
後
、

と
く
に
大
学
二
年
の
と
き
だ
っ
た
よ
う
だ
。
四
十
七
の
言
及
の

う
ち
半
数
近
く
は
大
学
二
年
の
と
き
で
、
四
年
次
に
は
な
ん
と

ゼ
ロ
で
あ
る
。
最
終
学
年
で
は
英
文
科
で
卒
論
に
取
り
組
ん
だ

た
め
、
他
の
作
家
に
出
会
う
機
会
が
か
え
っ
て
減
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　
「
文
学
少
女
」
や
「
文
学
青
年
」
と
い
う
言
葉
を
ほ
と
ん
ど

聞
か
な
く
な
っ
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
い
ま
の

外
大
生
が
本
を
読
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
は
知
っ
て
い
る
。

学
芸
大
と
合
同
の
「
読
書
コ
メ
ン
ト
大
賞
」
も
あ
り
、
受
賞
者

の
文
章
に
表
さ
れ
た
感
性
や
思
考
力
に
は
私
も
感
心
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
も
古
典
的
な
長
編
小
説
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
だ
。
願
わ
く
は
、
令
和

の
時
代
に
も
「
文
学
少
女
」「
文
学
青
年
」
が
蘇
っ
て
ほ
し
い
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と
思
う
。
あ
る
い
は
、
蘇
ら
せ
よ
う
で
は
な
い
か
。

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
―
世
界
を
新
し
い
目
で
見
る
―

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
は
、
世
界
最
長

の
小
説
と
し
て
ギ
ネ
ス
認
定
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
四
年
に
新

潮
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
全
七
巻
の
日
本
語
訳
を
、
私
は
大
学
一

年
の
と
き
の
お
年
玉
を
投
入
し
て
手
に
入
れ
た
。
二
年
生
に

な
っ
た
五
月
二
十
三
日
の
日
記
に
は
「
プ
ル
ー
ス
ト
を
つ
い
に

読
み
あ
げ
る
」
と
あ
る
。
読
み
始
め
た
日
は
定
か
で
な
い
が
、

一
年
と
二
年
の
間
の
春
休
み
に
、
栃
木
県
の
茂
木
と
い
う
田
舎

で
こ
れ
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
た
し
か
だ
。
春
を
迎
え
る
故
郷

の
風
景
を
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
観
察

し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

読
了
す
る
二
日
前
の
日
記
に
も
こ
う
あ
る
。
東
京
と
田
舎

の
「
自
然
」
の
印
象
の
違
い
を
感
覚
的
に
言
い
表
そ
う
と
し
た

文
章
だ
。「
き
の
う
、
今
日
と
秋
の
よ
う
な
、
空
、
風
、
光
だ
。

そ
れ
ら
を
満
喫
す
る
こ
と
も
、
東
京
の
お
れ
に
は
出
来
な
い
。

昼
間
、
青
空
を
見
上
げ
た
時
も
、
夕
方
、
雲
と
山
並
み
の
あ
い

だ
を
帯
状
に
広
が
る
澄
ん
だ
あ
か
ね
色
を
目
に
し
た
時
も
、
そ

う
し
た
視
覚
の
印
象
の
み
で
自
分
の
感
覚
が
満
た
さ
れ
る
事
は

な
か
っ
た
。
東
京
の
夕
景
色
は
、
周
り
に
ツ
バ
メ
が
飛
び
か
い
、

す
る
ど
い
鳴
き
声
を
残
し
、
夕
暮
れ
の
静
寂
に
深
み
を
与
え

る
よ
う
な
、
茂
木
の
小
学
校
の
夕
暮
れ
と
は
、
本
質
的
に
異
な

る
も
の
で
は
な
い
か
」。
こ
の
一
節
は
、
日
記
の
他
の
文
章
と

く
ら
べ
て
か
な
り
異
質
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
も
プ
ル
ー
ス
ト

の
フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
か
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
同
じ

日
の
日
記
に
「
名
前
も
知
ら
な
いjeunes	filles	en	fleurs

」
と

い
う
言
葉
も
あ
る
。
こ
れ
は
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
第
二

編
の
『
花
咲
く
乙
女
た
ち
の
か
げ
に
』（À l’om

bre des jeunes 

filles en fleurs

）
と
い
う
、
一
行
詩
の
よ
う
に
美
し
い
言
葉
の

引
用
で
あ
る
。
日
記
に
あ
る
「
花
咲
く
乙
女
た
ち
」
と
は
、
大

学
で
と
き
ど
き
見
か
け
た
女
子
学
生
の
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
だ
。

　

要
す
る
に
、
こ
の
春
の
私
は
プ
ル
ー
ス
ト
に
乗
り
移
ら
れ
、

（
私
な
り
の
）
プ
ル
ー
ス
ト
を
通
し
て
世
界
を
見
て
い
た
の
だ
。

そ
れ
は
新
し
い
目
で
世
界
を
見
る
新
鮮
で
意
味
深
い
経
験
だ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
未
知
の
世
界
へ
の
扉
は
、
あ
な
た
の
す
ぐ
そ

ば
に
あ
る
。
一
度
、
そ
の
扉
を
開
い
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

き
む
ら 

し
げ
お

現
代
国
際
学
部
・
現
代
英
語
学
科

11　  長編小説と出会う



　

時
が
経
つ
の
を
忘
れ
る
ほ
ど
没
頭
で
き
る
の
が
、
長
編
小
説

な
ら
で
は
の
魅
力
で
あ
り
醍
醐
味
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何

日
も
時
間
を
か
け
て
読
む
長
編
小
説
は
、
通
学
時
間
な
ど
の
隙

間
時
間
に
一
気
に
読
み
終
え
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
る
短
編
小

説
と
比
べ
る
と
、
描
か
れ
て
い
る
世
界
で
過
ご
す
時
間
が
長
い

た
め
、
登
場
人
物
に
感
情
移
入
し
や
す
く
、
一
緒
に
泣
い
た
り

笑
っ
た
り
驚
い
た
り
腹
を
立
て
た
り
、
自
分
の
い
る
現
実
世
界

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
世
界
を
心
ゆ
く
ま
で
堪
能
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
熱
中
す
る
あ
ま
り
眠
る
の
が
も
っ
た
い
な
く
朝
方

に
な
っ
て
も
読
む
手
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は

食
事
を
し
て
い
て
も
そ
の
物
語
世
界
が
自
分
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
長
編
小
説
を
読
ん
で
い
る
時
に

こ
そ
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
不
思
議
な
感
覚
で
す
。

　

こ
の
寝
食
を
忘
れ
る
ほ
ど
夢
中
に
な
れ
る
作
品
が
、
必
ず
し

も
自
分
の
身
近
な
世
界
を
描
い
て
い
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
作
品
の
舞
台
が
、
マ
ン
モ
ス
が
闊
歩
し
て
い
た
紀
元
前

豊
か
な
時
間
を
味
わ
う

新
居	

明
子

三
万
年
前
の
氷
河
期
で
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
文
字
を
通
し
て

そ
の
世
界
に
い
と
も
簡
単
に
入
り
こ
み
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル

人
に
育
て
ら
れ
た
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
の
少
女
エ
イ
ラ
と
、
時
空

を
超
え
て
一
緒
に
喜
び
や
悲
し
み
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
（
ジ
ー
ン
・
ア
ウ
ル
著
『
大
地
の
子
エ
イ
ラ
』）。
む
し

ろ
現
実
世
界
を
描
い
た
作
品
よ
り
も
、
国
や
時
代
な
ど
の
設
定

が
自
分
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
方
が
、「
そ
れ
は
ち
ょ
っ

と
違
う
」
と
違
和
感
を
抱
く
こ
と
が
な
い
た
め
、
作
品
世
界
に

よ
り
深
く
没
入
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

日
常
と
か
け
離
れ
た
世
界
を
描
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
小
説
に

は
、Ｊ
・
Ｒ
・
Ｒ
・
ト
ー
ル
キ
ン
の『
指
輪
物
語
』や
Ｊ
・
Ｋ
・
ロ
ー

リ
ン
グ
の
「
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
」
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
な
世
界

的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
品
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
人
作
家
に

よ
る
作
品
の
な
か
に
も
、
上
橋
菜
穂
子
の
「
守
り
人
」
シ
リ
ー

ズ
や
小
野
不
由
美
の
「
十
二
国
記
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
、
作
品
の

世
界
観
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
り
抜
け
出
す
こ
と
が
難
し
い
ほ
ど

素
晴
ら
し
い
長
編
小
説
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
特
に
「
十
二

国
記
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
近
年
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や
漫
画
、
ア
ニ
メ

市
場
で
大
人
気
の
異
世
界
転
移
も
の
に
設
定
が
似
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
も
し
み
な
さ
ん
が
長
編
小
説
に
慣
れ
て
い
な
く
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
抵
抗
な
く
読
ん
で
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
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ま
す
。（
た
だ
し
作
品
世
界
へ
の
圧
倒
的
な
没
入
感
の
た
め
に
、

特
に
第
一
巻
『
月
の
影 

影
の
海
』
の
上
巻
は
読
ん
で
い
て
呼

吸
が
苦
し
く
な
る
ほ
ど
の
場
面
が
何
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。）

　

と
こ
ろ
で
、
話
が
少
し
そ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、「
三
省

堂 

辞
書
を
編
む
人
が
選
ぶ	

今
年
の
新
語
」
で
昨
年
大
賞
と

し
て
選
ば
れ
た
の
は
「
タ
イ
パ
」
で
し
た
。「
一
刻
千
金
」
や	

“
Tim

e	is	m
oney.”	

と
い
う
格
言
が
あ
る
よ
う
に
、
限
ら
れ
た

時
間
を
い
か
に
効
率
的
に
使
う
か
と
い
う
タ
イ
パ
（
タ
イ
ム
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
の
重
要
性
は
何
も
二
十
一
世
紀
の
今
に
限
っ

た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す

る
情
報
過
多
な
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
時
間
効
率
重
視
の

傾
向
が
極
端
に
強
く
、
例
え
ば
オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
の
動
画
を

二
倍
速
で
視
聴
す
る
、
あ
る
い
は
昨
今
話
題
のChatGPT

で
YouTube

動
画
の
要
約
だ
け
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
タ
イ
パ
重

視
の
あ
ま
り
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
ま

で
二
倍
速
で
見
る
、
そ
し
て
小
説
は
あ
ら
す
じ
と
結
末
だ
け
を

W
eb

サ
イ
ト
上
で
読
む
と
い
っ
た
人
が
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。

あ
ら
す
じ
と
結
末
だ
け
を
知
っ
て
も
、
長
編
小
説
の
最
大
の
魅

力
で
あ
る
作
品
世
界
へ
の
没
入
感
は
決
し
て
得
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
溢
れ
か
え
る
情
報
に
囲
ま
れ
な
が
ら
慌
た
だ
し
く
時

間
に
追
わ
れ
る
毎
日
だ
か
ら
こ
そ
、
大
好
き
な
長
編
小
説
を
何

日
も
か
け
て
ゆ
っ
く
り
味
わ
い
な
が
ら
読
む
こ
と
が
、
最
高
に

ぜ
い
た
く
な
時
間
の
過
ご
し
方
な
の
で
す
。
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
も
、

そ
ん
な
豊
か
な
時
間
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
お
気
に
入
り
の

長
編
小
説
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
で
お
す
す
め
し
た
作

品
以
外
に
も
、
映
画
化
や
ア
ニ
メ
化
な
ど
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
「
本
屋
大
賞
」
や
「
日
本
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

ノ
ベ
ル
大
賞
」
受
賞
作
品
は
お
す
す
め
で
す
。
私
も
、
先
日
予

約
し
た
「
日
本
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ノ
ベ
ル
大
賞
二
〇
二
三
」
受
賞

作
品
、
武
石
勝
義
著
『
神
獣
夢
望
伝
』
が
届
く
の
を
心
待
ち
に

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

に
い 

あ
き
こ

外
国
語
学
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過
去
と
の
出
会
い

　

歴
史
家
で
あ
る
私
に
と
っ
て
、
文
学
、
と
り
わ
け
小
説
は
ア

ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
存
在
で
あ
る
。
過
去
の
「
事
実
」
と
誠
実
に

向
き
合
う
こ
と
を
旨
と
す
る
歴
史
家
と
し
て
、
歴
史
小
説
で
描

か
れ
た
脚
色
さ
れ
た
情
景
が
さ
も
「
事
実
」
の
よ
う
に
語
ら
れ

る
こ
と
に
い
い
気
は
し
な
い
。
一
方
で
、
歴
史
家
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
叙
述
が
あ
る
種
の
「
作
品
」
で
あ
る
以
上
、
歴
史

家
が
小
説
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
ま
た
多
く
あ
る
。

　

少
年
時
代
に
親
し
ん
で
い
た
小
説
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、

コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
「
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
」
シ
リ
ー

ズ
で
あ
る
。
決
し
て
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
を
名
乗
れ
る
ほ
ど
に
読

み
漁
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
主
人
公
で
あ
る
ホ
ー
ム
ズ
や
ワ

ト
ソ
ン
の
活
躍
に
心
を
躍
ら
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら

二
十
年
以
上
が
た
ち
、
曲
が
り
な
り
に
も
歴
史
家
を
名
乗
る
よ

う
に
な
っ
て
改
め
て
作
品
を
読
む
と
、
か
つ
て
は
気
に
も
留
め

な
か
っ
た
物
語
の
背
景
に
関
心
が
向
く
よ
う
に
な
っ
た
。

「
事
実
」と「
小
説
」の
あ
い
だ
で

小
堀	

慎
悟

　

そ
も
そ
も
語
り
手
で
あ
る
ワ
ト
ソ
ン
医
師
は
、
軍
医
と
し
て

従
軍
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
の
負
傷
を
き
っ
か
け
に
ホ
ー
ム

ズ
と
下
宿
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
当
時
イ
ギ

リ
ス
は
、
中
央
ア
ジ
ア
へ
と
勢
力
拡
大
を
狙
う
ロ
シ
ア
が
植

民
地
で
あ
る
イ
ン
ド
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
警
戒
し
、

一
八
七
八
～
八
一
年
の
第
二
次
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
に
よ
っ

て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
事
実
上
の
保
護
国
と
し
て
い
た
。
ま
た

事
件
を
通
し
て
彼
ら
が
出
会
う
登
場
人
物
の
描
写
か
ら
は
、
作

者
で
あ
る
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
か
ら
見
た
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
様
々

な
階
級
の
人
々
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。「
事
実

は
小
説
よ
り
奇
な
り
」
と
い
う
が
、
一
方
で
作
家
の
描
き
出
す

世
界
が
「
現
実
」
に
根
差
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
小
説
は

人
々
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
い
の
だ
ろ
う
。

現
在
と
の
出
会
い

　

COVID‑19

の
流
行
下
に
お
い
て
、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー

の
『
ペ
ス
ト
』
と
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
ペ
ス
ト
』
を
読

ん
だ
。
や
は
り
実
際
に
発
生
し
た
ペ
ス
ト
の
被
害
を
題
材
と
し

て
描
か
れ
た
そ
の
内
容
は
、
我
々
が
今
ま
さ
に
経
験
し
て
い
る

こ
と
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
忍
び
寄

り
、
あ
る
日
突
然
そ
の
姿
を
現
す
疫
病
、
隔
離
さ
れ
る
感
染
者
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と
「
接
触
者
」、
常
に
危
険
に
身
を
さ
ら
し
な
が
ら
「
最
前
線
」

で
「
戦
う
」
医
療
従
事
者
と
そ
の
協
力
者
。
何
事
も
な
い
か
の

よ
う
に
過
ご
す
一
部
の
人
々
を
除
け
ば
、
あ
る
者
は
家
に
閉
じ

こ
も
り
、
あ
る
者
は
感
染
の
中
心
か
ら
逃
げ
去
り
、
た
だ
「
嵐
」

が
過
ぎ
去
る
の
を
待
つ
。
そ
し
て
権
力
に
よ
っ
て
「
終
息
」
が

宣
言
さ
れ
る
と
、
人
々
は
「
日
常
」
を
「
取
り
戻
す
」
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
小
説
の
描
写
が
我
々
の
実
体
験
そ
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、「
二
十
一
世
紀
の
我
々
」
は
「
十
七
世
紀
の

ロ
ン
ド
ン
」
や
「
二
十
世
紀
半
ば
の
オ
ラ
ン
」
の
「
経
験
」
を

忘
れ
て
た
だ
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た

と
も
言
え
る
。
か
つ
て
享
受
し
た
「
日
常
」
と
「
嵐
」
の
経
験

を
経
た
あ
と
の
「
日
常
」
と
は
、
決
し
て
同
じ
で
あ
る
は
ず
が

な
い
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
良
い
は
ず
が
な
い
の
に
。
そ
れ
で
は
、

果
た
し
て
我
々
は
こ
の
三
年
以
上
に
わ
た
る
経
験
を
一
体
い
つ

ま
で
記
憶
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

未
来
と
の
出
会
い

　

歴
史
が
あ
く
ま
で
「
過
去
」
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
未
来
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
違
っ
て
、
小
説
は
直

接
に
未
来
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
憶
に
あ
る
限
り
、
私
が

初
め
て
手
に
取
っ
た
Ｓ
Ｆ
小
説
は
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
『
タ

イ
ム
マ
シ
ン
』
で
あ
っ
た
と
思
う
。
当
時
小
学
生
だ
っ
た
私
は

こ
れ
に
つ
い
て
も
や
は
り
そ
の
背
景
を
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ

た
の
だ
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
に
対
し
て
強
い

恐
怖
を
感
じ
た
こ
と
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。

　

二
十
一
世
紀
も
二
十
年
以
上
が
過
ぎ
た
今
、
Ｓ
Ｆ
小
説
が

描
く
未
来
の
一
部
は
現
実
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
二
〇
二
二
年
二

月
以
降
核
戦
争
の
危
機
は
確
実
に
増
大
し
た
し
、
カ
ズ
オ
・
イ

シ
グ
ロ
の
描
く
ク
ロ
ー
ン
に
よ
る
臓
器
の
ス
ト
ッ
ク
は
再
生
医

療
に
よ
っ
て
よ
り
倫
理
的
に
問
題
の
な
い
形
で
実
現
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
そ
し
て
人
工
知
能
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
今
ま
さ
に

ChatGPT

へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
連
載
当
時
は
架
空
の
番
地
だ
っ
た
ホ
ー
ム
ズ
の

住
ん
だ
ベ
イ
カ
ー
ス
ト
リ
ー
ト
２
２
１
Ｂ
は
、
そ
の
後
の
ロ
ン

ド
ン
の
区
画
再
編
に
よ
っ
て
一
度
は
実
在
の
番
地
と
な
っ
た
。

「
小
説
」
も
「
事
実
」
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

か
ら
ど
の
よ
う
な
「
小
説
」
を
「
事
実
」
に
し
て
い
く
の
か
は
、

過
去
の
経
験
を
踏
ま
え
た
今
の
我
々
に
よ
る
主
体
的
な
選
択
に

懸
か
っ
て
い
る
。

こ
ぼ
り 

し
ん
ご

外
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新
た
な
ス
タ
ー
ト

　

大
学
を
卒
業
し
て
一
年
が
経
ち
、
私
はU

niversity	of	
Florida

と
書
か
れ
た
新
し
い
学
生
証
を
手
に
し
て
い
る
。

学
生
と
し
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
踏
み
出
す
決
断
を
下
し
、
新

卒
入
社
し
た
会
社
を
一
年
で
退
職
し
た
。
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の

よ
う
な
動
物
保
護
施
設
を
日
本
で
開
設
す
る
こ
と
を
目
標

に
、
現
在
は
、
修
士
課
程
のShelter	M
edicine

と
い
う
動

物
保
護
施
設
の
運
営
に
関
す
る
専
攻
で
学
ん
で
い
る
。
一
路

邁
進
か
、
は
た
ま
た
紆
余
曲
折
か
、
そ
ん
な
私
の
人
生
を
こ

の
場
を
借
り
て
皆
様
と
共
有
で
き
れ
ば
と
思
う
。

が
ん
ば
ら
な
い
と

　

も
と
も
と
英
語
は
得
意
で
は
な
く
、
高
校
二
年
生
の
学
年

末
試
験
は
学
年
最
下
位
。
答
案
用
紙
に
「
が
ん
ば
ら
な
い
と
」

と
赤
ペ
ン
で
書
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、「
科
目
」
と
し

て
の
英
語
は
苦
手
だ
っ
た
け
れ
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
「
手
段
」
と
し
て
の
英
語
に
苦
手
意
識
は
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
自
分
と
は
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
人
々

に
英
語
で
話
し
か
け
、
自
分
の
知
ら
な
い
世
界
を
教
え
て
も

ら
う
時
間
が
大
好
き
だ
っ
た
。

ア
フ
リ
カ
地
域
専
攻
で
の
一
年

　

多
く
の
学
生
が
大
学
受
験
で
勉
強
時
間
の
ピ
ー
ク
を
迎
え

る
中
、
私
は
入
学
後
か
ら
次
第
に
勉
強
量
を
増
や
し
た
。
そ

の
努
力
が
ま
ず
報
わ
れ
た
の
は
、
二
年
生
。
東
京
外
国
語
大

学
へ
の
国
内
留
学
の
切
符
を
手
に
入
れ
た
。
ア
フ
リ
カ
地
域

専
攻
に
所
属
。
高
校
時
代
に
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
少
数
民
族
を

撮
影
す
る
写
真
家
の
ヨ
シ
ダ
ナ
ギ
さ
ん
の
作
品
を
見
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、
唯
一
無
二
で
あ
り
色
鮮
や
か
な
カ
ル

チ
ャ
ー
が
気
に
な
っ
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
全
て
の
始

ま
り
だ
っ
た
。

　

国
内
留
学
の
一
年
は
、
新
し
い
学
び
の
連
続
で
日
々
私
の

中
の
常
識
が
ぶ
ち
壊
さ
れ
て
い
く
感
覚
が
あ
り
、
そ
れ
が
楽

し
く
て
楽
し
く
て
、
今
ま
で
以
上
に
勉
強
に
没
頭
で
き
た
。

海
外
留
学
の
出
願
条
件
を
よ
う
や
く
達
成
し
、
海
外
留
学
が

決
ま
っ
た
の
も
こ
の
頃
。
英
語
が
学
年
最
下
位
だ
っ
た
私
か

ら
の
卒
業
、
そ
し
て
入
学
前
か
ら
目
標
と
し
て
い
た
海
外
留

学
へ
の
出
発
。

ア
メ
リ
カ
へ
の
交
換
留
学

　

三
年
生
二
期
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
ク
レ
ム
ソ
ン
大
学
で
の
留

学
を
開
始
し
た
。
留
学
先
に
は
、
獣
医
学
と
ア
フ
リ
カ
地
域

ど
ち
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
大
学
を
選
ん
だ
。
授
業
は
英

「
好
き
」を
追
う

小
黒	
江
莉
果
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語
力
が
及
ば
ず
、
先
生
に
録
音
の
許
可
を
も
ら
い
、
授
業
後

に
何
度
も
聞
き
直
し
た
。
自
分
が
学
び
た
い
こ
と
を
と
こ
と

ん
突
き
詰
め
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
環
境
と
、
世
界
中
か
ら

集
ま
る
友
達
の
存
在
が
私
を
支
え
て
く
れ
た
。
英
語
を
「
手

段
」
と
し
て
使
い
な
が
ら
、
自
分
の
知
ら
な
い
世
界
を
知
る

こ
と
が
で
き
た
。
冬
休
み
に
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
あ
る
動

物
保
護
施
設
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
。
こ
の
経
験
が
き
っ

か
け
と
な
り
、
今
の
大
学
院
で
のShelter	M

edicine

の
学

び
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

笑
顔
と
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
が
共
通
言
語

　

卒
業
後
は
、「
世
界
最
大
規
模
の
電
子
機
器
の
墓
場
」
と

呼
ば
れ
る
西
ア
フ
リ
カ
・
ガ
ー
ナ
の
ス
ラ
ム
街
で
環
境
・
貧

困
問
題
の
抜
本
的
解
決
を
目

指
す
会
社
に
就
職
。
回
数
に
し

て
三
回
、
期
間
に
し
て
計
半
年

の
ガ
ー
ナ
出
張
も
行
か
せ
て
い

た
だ
い
た
。
ま
さ
に
、
百
聞
は

一
見
に
し
か
ず
。
ス
ラ
ム
街
で

の
活
動
は
、
人
生
で
一
番
辛
く

て
大
変
な
経
験
だ
っ
た
け
れ

ど
、
人
生
で
一
番
充
実
し
て
い

た
。
私
た
ち
先
進
国
の
豊
か
な

生
活
の
裏
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

サ
ウ
ス
の
人
々
の
生
活
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
目
の

当
た
り
に
す
る
。
そ
ん
な
厳
し
い
生
活
の
中
で
も
、
ガ
ー
ナ

人
の
優
し
さ
に
救
わ
れ
て
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

村
で
生
活
を
し
て
い
た
頃
、
近
所
の
家
族
が
毎
晩
ご
飯
を

作
っ
て
く
れ
た
。
お
肉
や
お
魚
も
一
番
大
き
な
塊
を
私
に

譲
っ
て
く
れ
た
。
英
語
が
話
せ
な
い
彼
ら
と
、
ロ
ー
カ
ル
言

語
が
話
せ
な
い
私
。
そ
れ
で
も
、
一
緒
に
時
間
を
過
ご
す
中

で
次
第
に
意
思
疎
通
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
が
村
を

離
れ
る
日
に
は
、
肺
が
潰
れ
る
ほ
ど
の
ハ
グ
と
「
ま
た
帰
っ

て
お
い
で
。」
と
一
言
。
ガ
ー
ナ
に
家
族
と
呼
べ
る
存
在
が

で
き
た
瞬
間
だ
っ
た
。
ま
た
会
い
に
来
よ
う
。

学
生
の
皆
さ
ん
へ

　
「
好
き
」
を
追
求
す
る
中
で
、
今
こ
う
し
て
一
つ
一
つ
の

活
動
が
線
と
し
て
つ
な
が
り
始
め
て
き
た
。
そ
し
て
、「
好

き
」
を
追
求
で
き
る
環
境
が
一
番
整
っ
て
い
る
の
は
、
大
学

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
学
生
の
皆
さ

ん
に
は
今
ま
で
以
上
に
ギ
ア
を
上
げ
て
、
学
ぶ
こ
と
に
貪
欲

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
あ
な
た
の「
好
き
」

は
何
で
す
か
？

お
ぐ
ろ 

え
り
か

現
代
国
際
学
部
・
現
代
英
語
学
科
卒
業
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more unified, and the Saxons started to move into the Cornish-speaking lands, the areas 

where Cornish was spoken were reduced and pushed further west. From this point, Corn-

wall faced a battle for survival. The people held on to their language and customs, but by the 

16th century English had become the dominant language of religion and business. Cornish 

hung on for another 200 years, but it was a losing battle. No one can say exactly when a 

language dies, but it is generally accepted that the last true monolingual speaker of Cornish 

was Dolly Pentreath, who died in 1777.

 Of course, a language does not instantly disappear. Many words from the old Cornish 

language, particularly those connected with Cornwall's main two industries, fishing and 

farming, remained in use, a few still can be heard today. Most of the names of towns and 

villages in Cornwall are from the Cornish language; for example, Penzance (Holy Head), 

Camborne (Crooked hill), Angarrack (the Rock). Many family names come from Cornish, 

beginning with Tre... (homestead), Pol... (pond), Pen... (head). So in a sense, the language 

still lives on in daily speech, even though many Cornish people nowadays do not know the 

original meaning of the names.

 When a language dies, a part of a nation's soul dies. Languages are disappearing fast 

around the world. Language and culture are bound together; a language death usually leads 

to the disappearance of many aspects of the culture. The sister languages of Cornish were a 

little luckier, though they too have had to fight to survive. Welsh, a close relative to Cornish, 

is getting stronger due to great efforts to strengthen it. Scottish Gaelic is hanging on, but 

survives mostly in remote islands. So what happened to Cornish?

(continued on p.21)
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Kernewek
 Philip Rush

Deth da, matys. Fatel a-genough why? Otomma yu an gavas goth an Gernow; kernewek yu.

These words are a typical greeting in the old Cornish tongue, a language which flourished in 

the south west of England for over a thousand years. Sadly nowadays there are very few who 

can communicate in this ancient language; but we need to start at the beginning of this story.

 We are not completely familiar with the Celtic lan-

guages spoken in England before the coming of the Romans 

in 55A.D., as there are no written records. However, with the 

arrival of the Anglo-Saxons from the 6th century, the Celtic -

speaking peoples were pushed north and west, settling in the 

areas now known as Scotland, Wales, Cornwall and Ireland.  

Just as European languages began to take different forms, the Celtic languages did the same. 

The language of Cornwall, Cornish, began to develop its own character. Because of its 

isolation and the harsh landscape, Cornwall was not so much affected by Anglo-Saxon. It 

remained the everyday language of the people. However, as its neighbour England grew 

Cornish Language
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Cornish of 500 years ago and 200 years ago. Cornish scholars and teachers divided into 

three groups; one wanted to use the Middle Cornish, another preferred Later Cornish, and 

the third wanted the Unified version created in the early 20th century. At this point, it is 

believed that there were only around 300 fluent speakers of Cornish, with another thousand 

or so who could manage a few simple phrases. Can you imagine learning Japanese with 

three different spelling systems and some differences in grammar? The inevitable result 

was a slowing down of Cornish learning and interest in the language, and the struggle for 

dominance between these three groups continues.

 I love languages. When I began to learn the old language spoken by my distant ances-

tors, somehow, despite the huge difference in our lifestyles then and now, it brought them 

closer to me. How hard it must have been to survive in such a hard and unforgiving rocky 

land, where the seas are wild and dangerous, and the soil poor. I studied Cornish until I 

came to Japan, but sadly here, as you can expect, it is hard to connect. There are less than 

300 speakers in the world, and very probably I am the only speaker in Japan. My aunt is 

over 90 years old now, but still fights to keep Cornish alive. I hope I can do so too.   

フィリップ・ラッシュ

外国語学部・英米語学科

pellwollok – television! pellgowser – telephone! jynmargh – airplane! 
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 In 1904 a Celtic scholar, Henry Jenner, made the first effort to revive Cornish with his 

Handbook of the Cornish Language. His main purpose was to teach the language and ensure 

its existence. Think of the problems he faced. Cornish had effectively disappeared 200 years 

before. There were very few texts with examples of the language, and most of these were 

religious texts with little connection to daily life. By the 1900s the world had changed, and 

many words with modern meanings like car, airplane, engine, had no words in Cornish, as 

they did not exist at that time. So Jenner had to invent words for his new Cornish. Can you 

guess what these three machines are?

pellwollok (far-seeing) pellgowser (far-speaking) jynmargh (flying horse) — answers below!

A Cornish dictionary was made in 1934, but learning the language was restricted mostly 

to scholars. The 1970s and 80s saw a big revival in Cornish. I was living and teaching in 

Cornwall at the time, and this is when I began to learn the language of my ancestors. 

Cornish was taught in schools, and more and more people became interested in learning at 

least a few words. My aunt, Hilda Gillbard, became so proficient in Cornish that she became 

a Bard, or teacher. Things were looking bright for Cornish — then it started to go wrong.

 A language is a living organism. It changes and adapts with time. However Cornish 

did not have this long time to develop. In order to spread, it had to be “unified” — in other 

words, all teachers and learners had to agree on basic spelling and grammar rules to be 

taught to learners. As I said earlier, there were very few texts in Cornish, and because there 

was no dictionary, the spellings were random. Also, there were differences in the written 

21　  複言語の世界

コーンウォール語



複
数
の
言
語
を
勉
強
す
る
意
義

　

去
年
二
〇
二
二
年
二
月
二
十
四
日
に
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
始
ま
り
ま
し
た
。

私
は
同
じ
年
の
四
月
か
ら
名
古
屋
外
国
語
大
学
に
着
任
し
、
働
き
始
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
侵
攻
開
始
の
日
は
丁
度
名
古
屋
で
住
む
家
を
決
め
た
翌
日
で
、
名
駅
キ
ャ
ン
パ
ス

の
横
に
あ
る
イ
オ
ン
モ
ー
ル
で
家
具
を
見
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
大
き
な
衝
撃
を
受

け
、
そ
の
後
一
ヵ
月
ほ
ど
は
ほ
と
ん
ど
の
時
間
を
ニ
ュ
ー
ス
を
追
う
こ
と
に
費
や
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
戦
争
開
始
後
、
皆
さ
ん
も
テ
レ
ビ
で
ロ
シ
ア
語
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
を
耳
に
し
た

り
、
キ
リ
ル
文
字
を
目
に
す
る
機
会
が
増
え
た
と
思
い
ま
す
。

　

ロ
シ
ア
は
偽
情
報
を
沢
山
含
む
露
骨
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
発
信
し
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
ロ
シ
ア
の
ニ
ュ
ー
ス
も
信
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ロ
シ
ア

語
の
ニ
ュ
ー
ス
を
日
本
語
や
英
語
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
ロ
シ
ア
発
の
情
報
が
伝
言
ゲ
ー
ム

の
よ
う
に
歪
め
ら
れ
て
日
本
語
や
英
語
で
伝
わ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
の
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
複
数
の
言
語
で
事
態
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
様
々
な
こ
と
に
気

づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
を
改
め
て
強
く
実
感
さ
れ
ら
れ
た
の
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
で

し
た
。

　

英
語
と
日
本
語
の
み
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
情
報
が
あ
り
ま
す
。
複
数
の
言
語
を
学

ぶ
こ
と
で
、
こ
う
し
た
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ロ
シ
ア
語
を
通
し
て
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
世
界

	

齋
須	

直
人　

ロ
シ
ア
語
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大
学
四
年
間
の
比
較
的
時
間
の
あ
る
時
期
に
、
三
つ
目
、
四
つ
目
の
言
語
を
勉
強
す
る
こ

と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
ロ
シ
ア
語
は
難
し
い
言
語
で
あ
る
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
分
、
学
習
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ロ
シ
ア
語
に
つ
い
て

　

ロ
シ
ア
語
は
英
語
と
比
べ
て
も
初
級
文
法
で
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
が
多
く
、
特

に
格
変
化
の
習
得
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
キ
リ
ル
文
字
と
い
う
、
英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
と
異
な
る
新
し
い
文
字
に
慣
れ
て
ス
ム
ー
ズ
に
音
読
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
も
多
少

時
間
が
か
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
文
法
項
目
が
多
い
分
、
文
法
の
知
識
で
カ
バ
ー
で
き
る
表
現
の
幅
が
広
い
と
い

う
利
点
が
あ
り
ま
す
。
文
法
は
多
く
て
も
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
訓
練
を
続
け
れ

ば
い
つ
か
は
習
得
で
き
ま
す
。
発
音
は
英
語
よ
り
も
簡
単
で
、
文
字
と
発
音
が
対
応
し
て
い

ま
す
。
冠
詞
が
な
い
で
す
し
、
時
制
も
少
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
文
法
項
目
で
悩
む
こ
と
も

少
な
い
で
す
。
私
個
人
の
印
象
で
は
、
長
い
目
で
見
れ
ば
、
ロ
シ
ア
語
の
方
が
英
語
よ
り
も

学
び
や
す
い
言
語
で
す
。

　

ソ
連
崩
壊
後
、
世
界
に
お
け
る
ロ
シ
ア
語
話
者
数
は
減
少
し
続
け
て
い
ま
す
。
特
に
、
今

回
の
戦
争
に
よ
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
だ
け
で
な
く
、
周
辺
国
の
ロ
シ
ア
離
れ
、
ロ
シ
ア
語
離

れ
も
加
速
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
対
露
制
裁
に
よ
っ
て
日
本
企
業
の
多
く
が
ロ
シ
ア
か
ら
撤

退
し
、
日
本
は
ロ
シ
ア
の
非
友
好
国
に
も
な
り
ま
し
た
。
今
の
と
こ
ろ
、
ロ
シ
ア
語
を
仕
事

に
用
い
る
可
能
性
は
従
来
よ
り
も
減
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
同
時
に
、

ロ
シ
ア
の
動
き
が
世
界
情
勢
の
動
向
を
大
き
く
左
右
す
る
状
況
は
し
ば
ら
く
は
変
わ
ら
な
い

で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
隣
国
で
あ
る
日
本
に
住
む
我
々
に
と
っ
て
は
尚
更
、
ロ
シ
ア
語
を
勉

強
す
る
こ
と
の
意
義
は
低
下
し
て
い
ま
せ
ん
。
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ロ
シ
ア
は
文
化
大
国
で
も
あ
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
で
は
直
接
的
な
政
治
的
発
言
を
す
る
こ
と

が
命
に
か
か
わ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
た
め
、
ロ
シ
ア
人
は
自
分
の
思
想
を
文
学
の
中

に
表
現
し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
、
ト
ル
ス
ト
イ
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は

有
名
で
す
。
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
や
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
な
ど
の
音
楽
、
バ
レ
エ
、
フ
ィ

ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
、
共
産
主
義
文
化
な
ど
は
日
本
で
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
ア

ニ
メ
の
ロ
シ
ア
独
自
の
受
容
を
知
る
こ
と
も
き
っ
と
面
白
い
は
ず
で
す
。
ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ

こ
と
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

周
辺
国
や
ロ
シ
ア
国
内
の
多
様
な
民
族
の
文
化
へ
の
ア
ク
セ
ス

　

ロ
シ
ア
語
は
、
ロ
シ
ア
の
み
な
ら
ず
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ベ
ラ
ル
ー
シ
な
ど
の
東
欧
、
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
や
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
や
キ
ル
ギ
ス
な
ど
の
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
、
コ
ー
カ
サ
ス
の
国
々

の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ル
ト
三
国
の
特
に
ラ
ト
ビ
ア
で

も
通
じ
ま
す
。
キ
リ
ル
文
字
を
使
う
言
語
に
は
、
ロ
シ
ア
語
と
と
も
に
東
ス
ラ
ヴ
の
言
語
に

属
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
語
の
他
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
語
、
セ
ル

ビ
ア
語
の
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
言
語
や
モ
ン
ゴ
ル
語
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
列
挙
し
た
国
々
を

旅
行
す
る
際
、
少
し
で
も
ロ
シ
ア
語
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
キ
リ
ル
文
字
が
読
め
る
と
い
う
だ

け
で
も
役
に
立
ち
ま
す
。

　

周
辺
国
で
ロ
シ
ア
語
が
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ロ
シ
ア
国
内
に
は
多
く
の
ア
ジ
ア
系
民

族
や
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
す
る
民
族
も
含
む
、
一
九
〇
程
の
民
族
が
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
語
を

媒
介
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
民
族
の
文
化
を
知
る
こ
と
も
ま
た
私
た
ち
の
価
値
観
を
広
げ
、
生

活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
語
も
キ
リ
ル
文
字
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
研
究
は
日
本
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
日
本
語
で
文
法
書
が
出
て
い
る
言
語
も
あ
り
ま
す
。

最
近
も
、
白
水
社
の
「
ニ
ュ
ー
エ
ク
ス
プ
レ
ス
プ
ラ
ス
」
シ
リ
ー
ズ
で
タ
タ
ー
ル
語
の
教
科
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書
が
出
ま
し
た
。

　

ロ
シ
ア
語
を
勉
強
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
多
様
な
文
化
に
触
れ
る
チ
ャ

ン
ス
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
・
東
欧
地
域
へ
の
留
学

　

名
古
屋
外
国
語
大
学
の
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
英
語
圏
に
留
学
す
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
語
学
科
で
あ
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
、
中
国
語
学
科
で
あ
れ
ば
中
国
に
留
学
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
学
の
制
度
を
使
っ
て
留
学
す
る
場
合
は
尚
更
で
し
ょ
う
。
ロ
シ
ア

や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
現
状
で
は
留
学
は
難
し
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
様
々

な
地
域
で
ロ
シ
ア
語
が
話
さ
れ
て
お
り
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ラ

ト
ビ
ア
な
ど
、
ロ
シ
ア
語
留
学
が
可
能
な
国
も
あ
り
ま
す
。
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
、
こ
う

し
た
地
域
へ
の
留
学
も
念
頭
に
お
い
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
エ
ス
ト
ニ
ア
や
ラ
ト
ビ

ア
の
よ
う
に
英
語
も
通
じ
る
地
域
で
あ
れ
ば
、
留
学
の
ハ
ー
ド
ル
は
下
が
り
ま
す
。
基
本
的

に
は
英
語
圏
や
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
比
べ
て
も
授
業
料
や
滞
在
費
が
安
い
こ
と
が
多
い
で
す
。

他
地
域
と
は
異
な
る
生
活
様
式
や
価
値
観
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

ロ
シ
ア
語
の
勉
強
に
よ
っ
て
様
々
な
世
界
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
是
非
、
少
し
で
も
興

味
を
持
っ
た
ら
初
級
文
法
か
ら
始
め
て
み
て
下
さ
い
。

さ
い
す 

な
お
ひ
と

教
養
教
育
推
進
セ
ン
タ
ー
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村
上
春
樹
の
待
ち
に
待
っ
た
新
作
が
出
て
、
無

事
、
読
了
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
は
、

『
街
と
そ
の
不
確
か
な
壁
（The	City	and	Its	U
n‑

certain	W
alls

）』（
以
下
、
Ｃ
Ｗ
と
表
記
す
る
）。

黒
地
に
白
の
明
朝
体
で
縁
ど
っ
た
タ
イ
ト
ル
文
字
が

目
に
も
鮮
や
か
で
、
ど
こ
か
秘
密
め
か
し
た
ミ
ニ
ア

チ
ュ
ー
ル
を
配
し
た
ゴ
ー
ル
ド
の
英
字
タ
イ
ト
ル
に

は
、
わ
け
も
わ
か
ら
ず
嫉
妬
が
湧
い
た
。
私
が
読
了

し
た
の
は
、
電
子
図
書
だ
が
、
い
つ
も
の
習
慣
で
、

別
途
、
単
行
本
も
一
冊
だ
け
買
い
求
め
た
。
こ
れ
ま

で
、
村
上
春
樹
の
小
説
が
出
る
た
び
に
、
一
冊
は
書

き
込
み
用
に
、
も
う
一
冊
は
保
存
用
に
と
、
ほ
ぼ
例

外
な
く
二
冊
買
い
求
め
て
き
た
経
緯
が
あ
る
か
ら

だ
。
た
だ
し
、
今
回
の
読
書
は
い
つ
も
と
多
少
勝
手

が
違
っ
て
、
保
存
用
の
本
の
余
白
が
け
っ
こ
う
書
き

込
み
で
埋
ま
っ
た
。

　

キ
ン
ド
ル
の
電
子
書
籍
で
Ｃ
Ｗ
を
読
み
は
じ
め
た

私
は
、
た
ち
ま
ち
こ
れ
が
、
同
じ
村
上
の
『
世
界
の

終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』（
以

下
、
Ｅ
Ｗ
と
記
す
）
と
深
く
関
わ
り
が
あ
る
物
語
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
と
同
時
に
、
何
と
も
不
吉

で
、
い
や
な
予
感
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
そ
も
そ
も
Ｅ

Ｗ
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
挑
戦
し
て
は
挫
折
を
繰
り

返
し
て
き
た
小
説
だ
っ
た
か
ら
だ
。「
Ｅ
Ｗ
は
最
高
」

と
無
条
件
に
褒
め
上
げ
る
友
人
に
出
会
う
た
び
に
、

内
心
忸
怩
た
る
も
の
を
覚
え
、
焦
燥
感
に
か
ら
れ
た

こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
、
不
吉
で
、
い
や
な
予
感
を

吹
っ
切
る
に
は
、
も
は
や
手
段
を
変
え
る
し
か
な

か
っ
た
。
ほ
か
で
も
な
い
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
に

訴
え
る
の
で
あ
る
。
幸
い
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
に

は
、
宮
部
み
ゆ
き
の
一
連
の
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
を
読

破
し
た
嬉
し
い
成
功
体
験
が
あ
り
、
多
少
と
も
自
信

が
あ
っ
た
。
し
か
も
意
外
な
こ
と
に
、
Ｅ
Ｗ
も
ま
た
、

村
上
作
品
で
は
め
ず
ら
し
く
、
他
の
作
品
に
先
ん
じ

て
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
こ
の
新
た
な
作
戦
が
、
み
ご
と
に
図
に
あ

た
っ
た
。
合
計
二
十
五
時
間
に
及
ぶ
耳
読
書
は
な
か

な
か
の
試
練
だ
っ
た
が
、『
模
倣
犯
』
の
七
十
五
時

間
と
比
べ
れ
ば
、
な
に
も
大
げ
さ
に
言
う
ほ
ど
の
労

苦
で
は
な
い
。
出
勤
用
の
バ
ッ
グ
に
、
常
時
、
上
下

二
巻
の
文
庫
本
を
忍
ば
せ
、
気
に
な
る
く
だ
り
は
す

べ
て
活
字
で
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
態
勢
を
貫
い
た
。
お

か
げ
で
空
き
時
間
が
な
く
な
り
、
時
と
し
て
ち
ょ
っ

と
し
た
億
劫
に
感
じ
ら
れ
る
夜
の
散
歩
ま
で
が
、
大

き
な
楽
し
み
の
時
間
と
化
し
た
。
散
歩
す
る
と
い
う

よ
り
、
ひ
と
り
夜
の
遊
園
地
の
モ
ノ
レ
ー
ル
で
い
ず

こ
と
も
し
れ
ぬ
終
着
点
ま
で
運
ん
で
も
ら
う
気
分
で

あ
る
。

　

こ
う
し
て
私
は
つ
い
に
、
Ｃ
Ｗ
へ
の
挑
戦
権
を
得

た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
Ｃ
Ｗ
は
、
独
立

し
た
作
品
と
い
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
Ｅ
Ｗ
の
続
編
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と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
本
体
を
知
ら

な
け
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ

な
い
物
語
を
、
村
上
は
、
刻
苦
し
て
織
り
あ
げ
た
。

Ｅ
Ｗ
の
信
奉
者
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
あ
ら
ず
も
が

な
の
続
編
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ

の
兄
弟
』
に
お
け
る
続
編
を
め
ぐ
る
事
情
と
は
大
き

く
事
情
が
異
な
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
小
説

の
冒
頭
で
、
こ
の
小
説
が
二
つ
の
小
説
か
ら
な
る
こ

と
を
、
つ
ま
り
、
続
編
が
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い

る
。
他
方
、
Ｅ
Ｗ
に
は
そ
れ
に
類
し
た
予
告
も
な
く
、

お
ま
け
に
、
奇
数
章
、
偶
数
章
と
も
に
、
ゴ
ー
ジ
ャ

ス
で
（
奇
数
章
）、
か
つ
沈
鬱
な
（
偶
数
章
）
な
が

ら
、
申
し
分
の
な
い
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
用
意
さ
れ
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
上
は
挑
戦
し
た
。
齢

七
十
を
越
え
て
、
こ
れ
を
書
か
な
け
れ
ば
死
に
き
れ

な
い
、
と
の
切
迫
し
た
思
い
に
突
き
動
か
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
、
私
の
た
ん
な
る
空
想
に
す
ぎ
な
い
が
、

こ
の
一
世
一
代
と
い
っ
て
よ
い
決
断
を
下
す
に
あ
た

り
、
村
上
は
迷
い
に
迷
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
続
編
が
、
す
で
に
定
着
し
た
Ｅ
Ｗ
の
声
価
を
曇

ら
せ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
っ
た
不
安
。

し
か
し
、
ひ
と
言
感
想
を
述
べ
て
お
く
な
ら
、
こ
こ

に
新
し
い
姿
の
Ｅ
Ｗ
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｗ
＋
が
誕
生
し
た

こ
と
を
私
は
心
か
ら
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
少
な
く

と
も
、
複
数
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
も
つ
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー

の
交
響
曲
よ
り
は
は
る
か
に
幸
運
だ
と
思
う
。
何
と

い
っ
て
も
、
続
編
は
作
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
か

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
お
ま
け
に
Ｃ
Ｗ
の
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
は
、
Ｅ
Ｗ
に
は
な
い
、
寂
寥
の
極
み
と
も
い

う
べ
き
新
境
地
が
描
か
れ
て
い
る
（「
ぼ
く
」
が
去
っ

た
あ
と
の
「
街
」
の
図
書
館
の
娘
の
孤
独
が
思
い
や

ら
れ
、
胸
が
塞
が
る
よ
う
な
悲
し
み
を
経
験
し
た
）。

　

た
だ
し
、
世
の
批
評
家
た
ち
が
、
こ
の
作
品
の
登

場
に
よ
っ
て
大
き
な
難
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
今
後
、
Ｅ
Ｗ
に
つ
い
て
語
る
際
に

彼
ら
は
、
Ｃ
Ｗ
を
Ｅ
Ｗ
の
有
機
的
な
一
部
と
し
て
扱

う
か
、
互
い
に
自
立
し
あ
う
物
語
と
し
て
論
じ
る
べ

き
か
で
、
大
い
に
迷
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の

問
題
は
、
私
た
ち
一
般
読
者
に
は
無
縁
で
あ
る
。
私

自
身
、
素
直
な
気
持
ち
で
、
こ
の
Ｃ
Ｗ
を
あ
く
ま
で

Ｅ
Ｗ
の
続
編
な
い
し
は
有
機
的
な
一
部
と
し
て
受
け

と
め
て
い
く
心
づ
も
り
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で

に
二
つ
の
物
語
は
一
体
と
な
っ
て
私
の
心
の
う
ち
に

独
自
の
世
界
を
築
い
て
い
る
か
ら
だ
。
近
い
将
来
、

こ
の
Ｅ
Ｗ
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
、
私
は
も
は
や
こ

の
略
号
を
使
用
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
Ｅ
Ｗ
＋
の
新

し
い
略
号
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ

し
て
今
は
、
二
つ
の
物
語
の
接
合
と
い
う
大
手
術
に

よ
る
手
術
痕
が
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
消
え
る
の
を

待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。
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読
書
は
自
分
の
「
根
っ
こ
」
に
養
分
を
注
ぐ

こ
と
。
学
生
時
代
ほ
ど
読
書
に
適
し
た
期
間
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
異
な
る

出
版
会
編
集
委
員
三
名
に
本
（
長
編
小
説
に
限

ら
な
い
）
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
ま
し
た
！

1 

ふ
だ
ん
ど
ん
な
本
を
読
み
ま
す
か
？

吉
見 

エ
ッ
セ
イ
が
好
き
で
す
。
歴
史
も
の
も

よ
く
読
み
ま
す
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら
小
説
を

も
っ
と
読
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
文
学
も
ゆ
っ
く
り
味
わ
い
た
い
で
す
。

原 

最
近
あ
ま
り
趣
味
の
本
を
読
め
て
は
い
ま

せ
ん
が
、
経
済
・
ビ
ジ
ネ
ス
小
説
が
好
き
で
す
。

完
全
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
言
い
き
れ
な
い
も

の
も
多
く
、
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
企
業
や
出
来

事
を
考
え
な
が
ら
読
む
の
が
面
白
い
で
す
。

石
田 

気
に
な
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
新
書
を

よ
く
読
み
ま
す
。
小
説
で
は
Ｓ
Ｆ
が
好
き
で
す
。

誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
世
界
を
生
み
出
す
想
像

力
に
驚
嘆
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
社
会
の
批

判
と
し
て
も
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

2 
本
を
選
ぶ
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
す
か
？

吉
見 
著
者
が
ど
ん
な
人
間
か
わ
か
る
と
、
そ

こ
に
惹
か
れ
て
読
み
た
く
な
り
ま
す
。
世
界
文

学
を
読
む
と
き
も
同
じ
で
、
ど
の
翻
訳
者
の
声

を
通
し
て
読
み
た
い
か
考
え
ま
す
。

原 

自
分
で
新
し
い
も
の
を
み
つ
け
る
と
い
う

よ
り
は
、
ニ
ュ
ー
ス
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
話
題
に

な
っ
た
も
の
か
ら
選
ぶ
こ
と
が
多
い
で
す
。

石
田 

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
、
リ
ア
ル
な
も

の
よ
り
現
実
離
れ
し
た
設
定
の
ほ
う
に
こ
こ
ろ

惹
か
れ
ま
す
。
実
際
的
な
問
題
と
し
て
、
移
動

中
や
い
ろ
ん
な
場
所
に
持
ち
運
ん
で
読
む
こ
と

が
多
い
の
で
、
文
庫
本
が
あ
り
が
た
い
で
す
。

3  

本
を
読
む
お
気
に
入
り
の
場
所
や 

シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
り
ま
す
か
？

吉
見 

お
散
歩
を
し
な
が
ら
た
ま
た
ま
見
つ
け

た
カ
フ
ェ
に
入
っ
て
、
そ
の
隅
っ
こ
に
座
っ
て

読
む
時
で
す
。

原 

あ
ま
り
強
い
こ
だ
わ
り
は
な
く
、
自
宅
で

ゆ
っ
く
り
と
読
ん
で
い
ま
す
。

石
田 

静
か
な
場
所
で
本
の
世
界
に
浸
り
た
い

で
す
ね
。
じ
っ
く
り
堪
能
し
た
い
本
が
あ
る
と

き
は
、
読
書
に
集
中
す
る
と
心
に
決
め
て
、
静

か
な
カ
フ
ェ
や
公
園
に
出
向
き
ま
す
。
ス
マ
ホ

は
機
内
モ
ー
ド
に
設
定
し
ま
す
。

4  

馴
染
み
の
書
店
や
図
書
館
は 

あ
り
ま
す
か
？

吉
見 

古
本
屋
が
好
き
で
す
。
藤
が
丘
駅
か
ら

十
分
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
に
「
千
代
の
介
書

店
」
と
い
う
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
書
店
が
あ
り

ま
す
。
開
店
当
時
に
飼
っ
て
い
た
ご
主
人
の
愛

犬
（
ブ
ル
ド
ッ
ク
）
が
「
千
代
の
介
」
だ
っ
た

そ
う
で
す
。

本
を
め
ぐ
る
10
の
質
問

出
版
会
編
集
委
員
コ
ラ
ム

吉
見	

か
お
る

原	

慎
之
介

石
田	

聖
子
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原 

最
近
は
電
子
書
籍
を
購
入
す
る
こ
と
が
増

え
て
し
ま
い
、
馴
染
み
の
書
店
と
呼
べ
る
と
こ

ろ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

石
田 
本
が
並
ん
だ
場
所
に
い
る
と
受
け
入
れ

て
も
ら
え
る
安
心
感
が
湧
き
、
ど
こ
で
も
落
ち

着
き
ま
す
。
と
く
に
留
学
中
、
ほ
ぼ
毎
日
開
館

か
ら
閉
館
ま
で
過
ご
し
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
芸

術
学
部
附
属
図
書
館
に
は
我
が
家
の
よ
う
に
馴

染
み
ま
し
た
。

5  

読
み
た
い
の
に
読
め
な
い
本
は 

あ
り
ま
す
か
？

吉
見 

マ
ン
ガ
な
の
で
す
が
『
ワ
ン
ピ
ー
ス
』

で
す
。

原 

ア
ー
サ
ー
・
Ｃ
・
ク
ラ
ー
ク
の
『
２
０
０
１

年	

宇
宙
の
旅
』で
す
。
映
画
は
観
た
の
で
す
が
、

小
説
は
続
編
も
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
時
間
を

作
っ
て
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

石
田 

ロ
シ
ア
語
の
詩
を
原
語
で
読
ん
で
み
た

い
で
す
。
こ
れ
ま
で
何
度
か
ロ
シ
ア
語
の
詩
の

朗
読
を
聴
く
機
会
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

た
び
に
（
内
容
は
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
な
の
に
）

深
く
感
動
し
た
た
め
で
す
。

6  

記
憶
に
残
っ
て
い
る
な
か
で 

も
っ
と
も
幼
い
頃
に
読
ん
だ
本
を 

教
え
て
く
だ
さ
い
。

吉
見 

絵
本
の
『
ね
ず
み
く
ん
の
チ
ョ
ッ
キ
』

で
す
。
お
母
さ
ん
が
編
ん
で
く
れ
た
真
っ
赤
な

チ
ョ
ッ
キ
を
ね
ず
み
く
ん
は
他
の
動
物
の
お
友

達
に
次
々
貸
し
て
あ
げ
る
の
で
す
が
、
ど
ん
ど

ん
伸
び
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
シ
ュ
ー
ル
な

展
開
が
大
好
き
で
し
た
。

原 

『
ぐ
り
と
ぐ
ら
』
で
す
。
本
を
読
む
た
び

に
、
母
に
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
作
っ
て
欲
し
い
と

ね
だ
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

石
田 

『
お
し
い
れ
の
ぼ
う
け
ん
』
を
繰
り
返

し
読
ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
私
自
身
が
押
し

入
れ
で
遊
ぶ
の
が
大
好
き
だ
っ
た
の
で
、
そ
ん

な
馴
染
み
の
場
所
が
異
世
界
に
繋
が
る
と
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
に
引
き
込
ま
れ
ま
し
た
。

7  

こ
れ
ま
で
に
も
っ
と
も
影
響
を
受
け

た
本
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

吉
見 

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
河
野
義
行
さ

ん
の
エ
ッ
セ
イ
本
『
命
あ
る
か
ぎ
り
』
で
す
。

読
み
終
え
た
時
は
、
自
分
の
中
で
深
く
問
い
か

け
ら
れ
る
沈
黙
が
残
り
ま
し
た
。

原 

『
ザ
・
ゴ
ー
ル
』
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
小
説

で
す
。
物
理
学
者
が
自
身
の
提
唱
す
る
経
営
管

理
の
理
論
を
企
業
家
に
読
ん
で
も
ら
う
た
め
に

執
筆
し
た
と
い
う
本
で
、
大
学
院
講
義
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
出
会
い
ま
し
た
。
自
身
の
研
究

テ
ー
マ
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
一
冊
で
す
。

石
田 

「
聖
書
」
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
高

校
に
通
っ
て
い
た
際
に
読
み
ま
し
た
。
そ
こ
に

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
世
の
中
で
起
こ
る
様
々

な
事
象
や
物
語
の
原
型
に
な
っ
て
い
る
と
感

じ
、
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

8  

学
生
時
代
に
読
ん
だ
本
に
つ
い
て 

教
え
て
く
だ
さ
い
。

吉
見 

ア
ジ
ア
学
科
で
勉
強
し
て
い
た
の
で

『
大
地
の
子
』（
山
崎
豊
子
、
一
九
九
一
年
）
が

気
に
な
り
読
み
ま
し
た
。
衝
撃
と
感
動
の
経
験

で
し
た
。
文
藝
春
秋
創
刊
一
〇
〇
周
年
記
念
で

刊
行
さ
れ
た
漫
画
版
（
二
〇
二
二
年
）
も
素
晴

ら
し
い
で
す
。

原 

映
画
に
も
な
っ
た
『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー

ド
』
の
小
説
を
読
み
、
い
つ
か
ル
ー
ブ
ル
美
術

館
に
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

石
田 

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
神
話
や
哲

学
書
な
ど
古
代
に
書
か
れ
た
も
の
が
好
き
で
よ
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く
読
み
ま
し
た
。
現
代
の
も
の
で
は
、
イ
タ
リ

ア
の
作
家
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
小
説『
見

え
な
い
都
市
』
を
読
ん
で
、
文
学
の
も
つ
可
能

性
に
開
眼
し
ま
し
た
。

9  

学
生
時
代
の
図
書
館
（
国
内
・
海
外
）

の
思
い
出
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

吉
見 

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

（
カ
ナ
ダ
・
バ
ン
ク
ー
バ
ー
）
の
中
央
図
書
館

地
下
二
階
で
よ
く
過
ご
し
ま
し
た
。
薄
暗
く
て

埃
臭
い
空
気
が
漂
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
な
ん

と
も
落
ち
着
く
ス
ペ
ー
ス
で
し
た
。

原 

横
浜
国
立
大
学
の
図
書
館
で
す
。
カ
フ
ェ

や
パ
ソ
コ
ン
利
用
の
目
的
で
訪
れ
た
こ
と
の
ほ

う
が
多
か
っ
た
で
す
が
、
ド
ラ
マ
の
撮
影
に
も

使
わ
れ
た
ガ
ラ
ス
張
り
の
建
物
で
お
気
に
入
り

で
し
た
。

石
田 

イ
タ
リ
ア
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
ア
ル
キ
ジ

ン
ナ
ジ
オ
館
内
図
書
館
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
古
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
の
知
が
集

積
し
た
場
所
で
す
。
留
学
時
よ
く
利
用
し
ま
し

た
が
、
歴
史
の
重
み
を
肌
で
感
じ
て
興
奮
し
た

も
の
で
す
。

10  

学
生
に
お
勧
め
し
た
い
本
を 

三
冊
教
え
て
く
だ
さ
い
。

吉
見 

― 	

Ｊ
・
Ｒ
・
Ｒ
・
ト
ー
ル
キ
ン
『
指
輪
物
語
』（
魔

力
に
立
ち
向
か
う
勇
敢
な
仲
間
た
ち
が
登
場

し
ま
す
。
壮
大
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
本
物

の
友
情
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
）

― 	

レ
イ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ『
華
氏
４
５
１
度
』（
人

間
は
思
考
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に

気
づ
く
と
、
自
分
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き

る
。
読
書
は
そ
の
一
助
に
な
る
。
そ
ん
な
こ

と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
）

― 	

サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ『
人
間
の
土
地
』（「
人

間
で
あ
る
こ
と
は
、
責
任
を
持
つ
こ
と
」。

と
て
も
心
が
打
た
れ
た
引
用
で
す
。『
星
の

王
子
さ
ま
』
に
潜
む
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
描
写
さ

れ
て
い
ま
す
）

原 ― 	

山
田
真
哉
『
さ
お
だ
け
屋
は
な
ぜ
潰
れ
な
い

の
か
？
』（
社
会
人
に
な
る
前
に
ぜ
ひ
読
ん

で
ほ
し
い
会
計
の
入
門
書
で
す
）

― 	

エ
リ
ヤ
フ
・
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
ト
『
ザ
・
ゴ
ー

ル
』（
影
響
を
受
け
た
本
と
重
複
し
ま
す
が
、

ビ
ジ
ネ
ス
小
説
と
し
て
も
面
白
い
の
で
お
す

す
め
し
ま
す
）

― 	 J. K
. Row

ling, H
arry Potter and the Philos-

opher’s Stone	

（
言
わ
ず
と
し
れ
た
シ
リ
ー
ズ

の
第
一
作
目
で
す
が
、
原
書
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
）

石
田 

― 	

岡
本
太
郎
『
自
分
の
中
に
毒
を
持
て
』（
情

熱
を
持
っ
て
生
き
た
人
間
の
生
き
ざ
ま
に
触

れ
て
み
て
く
だ
さ
い
）

― 	

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
夜
と

霧
』（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
圧
倒
的
な
経

験
を
人
間
性
を
失
う
こ
と
な
く
生
き
た
著
者

に
よ
る
貴
重
な
証
言
で
す
）

― 	

鴻
上
尚
史
『
演
劇
入
門
』（
副
題
は
「
生
き

る
こ
と
は
演
じ
る
こ
と
」。
現
代
を
生
き
抜

く
の
に
有
用
な
演
劇
観
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
）

は
ら 

し
ん
の
す
け

現
代
国
際
学
部
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
学
科

い
し
だ 

さ
と
こ

世
界
教
養
学
部
・
世
界
教
養
学
科

よ
し
み 

か
お
る

現
代
国
際
学
部
・
現
代
英
語
学
科
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「
外
語
大
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
切
な
い
よ
う
な
虚
し

い
よ
う
な
気
持
ち
が
込
み
上
げ
て
く
る
。
私
も
二
十
年
く
ら

い
前
は
み
な
さ
ん
と
同
じ
外
語
大
生
だ
っ
た
。
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
嫌
な
思
い
出
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

と
に
か
く
好
き
な
だ
け
外
国
語
を
勉
強
で
き
る
と
い
う
、
い

ま
思
う
と
贅
沢
で
稀
有
な
時
を
過
ご
し
た
「
場
」
だ
っ
た
。

　

外
語
大
は
大
学
に
入
る
前
に
専
攻
の
語
科
を
決
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
当
時
の
私
は
ド
イ
ツ
語
か
ロ
シ
ア
語
で
迷
っ

た
。
し
か
し
迷
う
な
ら
違
う
言
語
に
し
よ
う
と
直
前
に
な
っ

て
軽
率
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
変
え
た
。
な
ん
と
な
く
シ
ャ
ン
ソ

ン
と
か
歌
え
た
ら
ス
テ
キ
か
も
と
思
っ
た
。

　

入
学
後
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し
た
わ
け
だ
が
、
ロ
シ
ア

語
へ
の
思
い
が
捨
て
き
れ
ず
、
ロ
シ
ア
語
の
授
業
も
と
っ
た
。

結
果
ロ
シ
ア
語
に
ど
ハ
マ
り
し
、
は
じ
め
て
の
海
外
旅
行
は

ロ
シ
ア
に
な
っ
た
。
旅
行
で
ル
ー
マ
ニ
ア
に
も
足
を
伸
ば
し
、

つ
い
で
に
ル
ー
マ
ニ
ア
語
も
齧
っ
た
り
し
た
。
ロ
マ
ン
ス
系

と
ス
ラ
ブ
系
が
混
ざ
っ
た
言
語
は
非
常
に
難
し
く
、
こ
れ
は

す
ぐ
に
挫
折
し
た
。

　

月
日
は
経
っ
て
現
在
ま
じ
め
に
社
会
人
を
や
っ
て
い
る
。

仕
事
に
追
わ
れ
る
毎
日
で
、
外
国
語
と
の
付
き
合
い
は
学
生

時
代
に
比
べ
る
と
非
常
に
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ

が
あ
る
日
、
電
撃
的
な
出
会
い
が
訪
れ
た
。
Ｋ
―

Ｐ
Ｏ
Ｐ
で

あ
る
。

　

二
〇
一
八
年
頃
、
知
人
に
勧
め
ら
れ
て
Ｋ
―

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ビ
デ
オ
を
観
た
と
き
に
度
肝
を
抜
か
れ
た
。

そ
の
後
、
他
の
い
ろ
い
ろ
な
Ｋ
―

Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
漁
る
よ
う
に
な
り
、

完
全
に
ハ
マ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
、
Ｒ
＆
Ｂ
、
エ
レ
ク
ト
ロ
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
ジ
ャ
ン
ル
を
包
摂
し
な
が
ら
音
楽
性
と
ビ
ジ
ュ
ア
ル
と

も
に
常
に
新
し
さ
を
追
い
求
め
る
音
楽
に
は
、
人
々
を
惹
き

つ
け
飽
き
さ
せ
な
い
魅
力
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
私
は
韓
国

語
を
勉
強
し
は
じ
め
、
そ
の
年
に
な
ん
と
三
回
も
韓
国
に

行
っ
て
し
ま
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
あ
い
だ
も
勉
強
を
細
々
と

続
け
て
、
今
は
デ
ュ
オ
リ
ン
ゴ
（
外
国
語
学
習
ア
プ
リ
）
が

主
に
私
の
勉
強
の
お
供
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
な
ん

と
か
継
続
し
て
い
る
。
気
づ
く
と
シ
ャ
ン
ソ
ン
で
は
な
く
、

カ
ラ
オ
ケ
で
Ｋ
―

Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
歌
っ
て
い
た
…
…
。
こ
ん
な
外

国
語
人
生
も
あ
り
か
も
し
れ
な
い
。

私
の
外
国
語
遍
歴
　
　

�

村
上�

文

む
ら
か
み 

ふ
み
　
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
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部
分
の
考
察
過
程（「
本
論
」）に
相
当
す
る
ビ
ー

フ
パ
テ
を
、「
序
論
」
と
「
結
論
」
と
い
う
上

下
の
バ
ン
ズ
で
挟
ん
だ
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
よ
う

な
も
の
だ
と
。
も
う
１
つ
の
比
喩
で
は
、レ
ポ
ー

ト
全
体
を
一
つ
の
お
話
と
見
立
て
て
、
こ
れ
を

推
理
小
説
に
擬
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
お
話
の

冒
頭
で
提
示
さ
れ
た
事
件
の
謎
（
問
題
）
が
、

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
（
結
論
）
で
見
事
に
解
明
さ

れ
る
わ
け
で
す
が
、
名
探
偵
が
名
探
偵
で
あ
る

所
以
は
、
こ
の
事
件
解
明
（
結
論
）
に
誰
も
が

納
得
す
る
裏
付
け（
理
由
・
根
拠
）を
示
し
得
る
、

と
い
う
点
に
あ
る
わ
け
で
す
。
意
見
文
タ
イ
プ

の
レ
ポ
ー
ト
も
ま
た
、
こ
の
「
裏
付
け
」
に
眼

目
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
前
者
の
比
喩
か
ら
理
解
し
て
欲
し
い

の
は
、「
序
論
」・「
結
論
」
と
「
本
論
」
の
レ
ポ
ー

ト
全
体
に
お
け
る
役
割
の
違
い
、
し
た
が
っ
て

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
性
格
的
相
違
と

い
う
こ
と
で
す
。「
序
論
」
は
、
レ
ポ
ー
ト
で

何
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
問
題
を
提
起

し
、
読
み
手
の
関
心
を
「
本
論
」
へ
と
誘
う
導

入
部
分
で
す
。「
結
論
」
は
、「
本
論
」
で
の
考

察
を
振
り
返
り
な
が
ら
こ
れ
を
要
約
し
、
そ
こ

か
ら
ど
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
た
の
か
を
述

べ
る
、
い
わ
ば
総
括
的
な
部
分
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
結
論
部
も
ま
た
読
み
手
の
理
解
を
促

す
た
め
に
書
か
れ
る
、
と
言
っ
て
良
い
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、「
序
論
」
と
「
結
論
」
で
は
と

り
わ
け
読
み
手
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ

こ
に
書
か
れ
る
文
章
は
明
解
で
あ
る
（
分
か
り

や
す
い
）
こ
と
が
第
一
で
す
。
文
章
の
性
格
と

し
て
は
、
説
明
文
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
触
れ
て
い
ま
す
が
、

「
序
論
」
と
「
結
論
」
の
中
で
は
、
考
察
や
検
討
・

議
論
と
い
っ
た
「
本
論
」
の
中
で
展
開
す
べ
き

内
容
を
、
決
し
て
書
き
込
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
比
喩
で
言
え
ば
、
上
下
の
バ

ン
ズ
の
中
に
チ
ー
ズ
や
ベ
ー
コ
ン
を
練
り
込
ん

　

学
期
末
レ
ポ
ー
ト
（
学
期
末
に
試
験
の
代
わ

り
に
課
さ
れ
る
授
業
レ
ポ
ー
ト
）
の
意
見
文
タ

イ
プ
（
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
結
論
へ

と
到
る
過
程
全
体
を
、
一
つ
の
意
見
と
し
て
陳

述
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
も
の
）
に
つ
い
て
、

作
成
す
る
際
の
留
意
点
を
お
話
し
て
い
ま
す
。

今
日
は
そ
の
６
回
目
。「
本
論
」
で
の
考
察
と

「
結
論
」
で
の
ま
と
め
、
レ
ポ
ー
ト
完
成
ま
で

の
最
終
プ
ロ
セ
ス
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
お
話
の
中
で
、
２
つ
の
比
喩
を

使
っ
て
説
明
し
ま
し
た
。
１
つ
は
、
意
見
文
タ

イ
プ
（
論
述
形
式
）
の
レ
ポ
ー
ト
の
基
本
で
あ

る
「
三
部
形
式
（
序
論
～
本
論
～
結
論
）」
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
に
喩
え
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
意
見
文
の
基
本
構
成
は
、
中
心

真
田	
郷
史

「
学
期
末
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
（
６
）」

「
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
」⑧

32



で
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
本
論
」

を
構
成
す
べ
き
具
材
は
、
飽
く
ま
で
も
す
べ
て

「
本
論
」の
中
に
書
く
こ
と
。
さ
も
な
い
と
、「
序

論
」・「
結
論
」
と
「
本
論
」
の
役
割
の
違
い
、

文
章
性
格
の
違
い
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
す
。
漫
然
と
し
た
メ
リ
ハ
リ
の
な
い
文
章

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
序
論
」
で
提
起
さ
れ
た
問
題
（
大

き
な
問
い
）
が
、
さ
ら
に
幾
つ
の
論
点
（
小
さ

な
問
い
）
に
分
析
さ
れ
る
か
は
、
こ
れ
は
問
題

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
説
明
で
す
か
ら
、「
序

論
」
の
中
に
書
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。（
場
合

に
よ
っ
て
は
、「
本
論
」
の
冒
頭
に
書
く
こ
と

も
可
能
で
す
。）「
本
論
」
で
は
、
こ
の
論
点

ご
と
に
（
第
１
節
・
第
２
節
・
第
３
節
…
と
）

分
け
て
考
察
し
て
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

「
序
論
」
に
書
か
れ
た
論
点
列
挙
は
、
飽
く
ま

で
も
「
本
論
」
の
予
告
で
す
。
予
告
編
が
ど
ん

な
にattractive

で
あ
っ
て
も
、
予
告
編
が
本

編
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

書
き
手
の
方
が
心
逸
っ
て
、
い
き
な
り
ト
ッ
プ

ギ
ア
と
い
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
気
を
付
け
ま

し
ょ
う
。

　

同
じ
よ
う
に
、
例
え
ば
、「
結
論
」
に
お
い

て
「
本
論
」
で
の
考
察
を
今
一
度
要
約
す
る
の

は
、
こ
れ
は
既
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
簡
潔

な
再
確
認
で
す
か
ら
、
説
明
の
文
章
で
す
。
し

か
し
、「
本
論
」
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
新
し
い

論
点
を
持
ち
出
し
て
、
オ
マ
ケ
の
よ
う
な
考
察

を
「
結
論
」
の
中
に
書
き
足
す
の
は
駄
目
で
す
。

ど
う
し
て
も
書
き
た
か
っ
た
ら
、「
本
論
」
の

中
に
書
け
ば
良
い
の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
重
要
で

な
い
話
な
ら
敢
え
て
触
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は

「
注
（
巻
末
注
）」
の
中
で
処
理
す
る
方
法
も
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
考
察
や
議
論
は
す

べ
て
「
本
論
」
の
中
に
書
き
、「
本
論
」
の
中

で
完
結
さ
せ
る
こ
と
。「
本
論
」が
終
わ
っ
て
も
、

ま
だ
何
か
ウ
ダ
ウ
ダ
と
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
ら
、
そ
も
そ
も
レ
ポ
ー
ト
と
し
て

は
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
だ
し
、「
序
論
」
で
提
起
し
た
問
題
を
１

本
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
、
そ
の
す
べ
て
の
論
点

に
わ
た
っ
て
完
全
に
解
決
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
話
で
、
何
が
し
か

の
未
解
決
な
論
点
が
ど
う
し
て
も
残
り
ま
す
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
中
途
半
端
に
論
じ
な
い

で
、
将
来
的
な
課
題
と
し
ま
す
。「
次
回
（
と

い
う
機
会
が
あ
れ
ば
）
改
め
て
取
り
上
げ
た

い
」
と
、「
結
論
」
の
中
に
書
い
て
お
く
の
が

一
般
的
で
す
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
２
つ
目
の

比
喩
で
あ
る
推
理
小
説
に
擬
え
て
言
え
ば
、
あ

る
作
品
の
中
で
当
面
の
事
件
が
一
応
は
解
決
し

た
（
犯
人
、
犯
行
動
機
、
手
口
等
が
解
明
さ
れ
、

犯
人
が
逮
捕
さ
れ
た
）
も
の
の
、
実
は
そ
の
犯

人
（
実
行
犯
）
を
裏
で
操
っ
て
い
た
黒
幕
が
い

た
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
と
考
え
れ
ば
良
い
で

し
ょ
う
か
。
連
続
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
な
ど
で
は
、
良

く
あ
る
手
法
で
す
ね
。
扱
う
テ
ー
マ
に
も
依
り

ま
す
が
、
実
際
の
レ
ポ
ー
ト
で
も
、「
序
論
」

で
立
て
た
問
い
が
「
本
論
」
で
の
考
察
を
経

て
、「
結
論
」
に
お
い
て
一
定
の
答
え
に
到
る

と
し
て
も
な
お
、
問
い
の
背
景
と
な
っ
て
い
る

社
会
状
況
を
考
慮
す
る
時
、
よ
り
大
き
な
文
脈

の
中
で
、
最
初
の
問
い
の
発
展
形
と
し
て
新
た

な
問
い
が
立
ち
上
が
っ
て
来
る
、
と
い
う
こ
と

は
十
分
に
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な

場
合
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、「
今
後
の

課
題
」
と
し
て
「
結
論
」
の
中
で
指
摘
し
て
お

く
こ
と
は
構
い
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
「
次
回
の
予
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告
」
で
あ
り
、「To	be	continued.

」
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

と
も
あ
れ
、「
序
論
」・「
結
論
」
と
「
本
論
」

と
の
違
い
を
常
に
意
識
し
、
メ
リ
ハ
リ
の
利
い
た

文
章
を
心
掛
け
る
こ
と
は
、
良
い
レ
ポ
ー
ト
を

書
く
た
め
の
一
つ
の
コ
ツ
と
言
え
ま
す
。「
序
論
」

や
「
結
論
」
に
書
く
べ
き
こ
と
と
書
き
得
る
こ

と
を
、
し
っ
か
り
と
自
覚
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

　

で
は
、「
本
論
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、「
本
論
」
は
単
な
る
説
明

文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
部
分
的
に
説
明

の
箇
所
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
見

れ
ば
、「
本
論
」
の
文
章
は
説
明
で
は
な
く
、

推
論
な
い
し
論
証
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、「
序
論
」
で
提
起
さ
れ
た
問
題
の
分

析
に
よ
る
幾
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
考
察
を
進
め
て
行
け
ば
最
終
的
な
結
論

（
問
題
へ
の
解
答
）
に
た
ど
り
着
く
の
か
、
そ

の
考
察
の
過
程
を
順
序
立
て
て
論
理
的
に
示
し

て
行
き
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
レ
ポ
ー
ト
の

中
で
あ
な
た
が
「
自
分
の
意
見
」
と
し
て
主
張

し
た
い
結
論
を
、
読
み
手
が
納
得
し
て
く
れ
る

よ
う
に
証
拠
立
て
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
回
、
推
理
小
説
の
主

人
公
（
名
探
偵
・
名
刑
事
）
が
お
話
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
事
件
の
謎
を
鮮
や
か
に

解
明
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し

て
周
囲
の
人
々
を
納
得
さ
せ
る
か
、
と
い
う
点

に
似
て
い
る
と
説
明
し
ま
し
た
。
要
す
る
に
、

レ
ポ
ー
ト
の
中
心
部
分
で
あ
る
「
本
論
」
は
、

結
論
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
書
か
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
読
み
手
を
納
得
さ

せ
る
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

レ
ポ
ー
ト
全
体
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
私
が

Ａ
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
（
序
論
）、
Ｃ
と
い

う
結
論
を
主
張
す
る
の
は
（
結
論
）、
Ｂ
と
い

う
理
由
か
ら
で
あ
る
（
本
論
）、
と
い
っ
た
形

に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
、
Ａ
と
Ｃ
は
「
問
い
と

答
え
」
の
関
係
、
Ｂ
と
Ｃ
は
「
理
由
と
結
論
」

の
関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
留
意
し
て
下

さ
い
。

　
「
序
論
」
で
立
て
た
問
い
に
「
結
論
」
で
答

え
る
。
こ
の
対
応
は
、
非
常
に
分
か
り
や
す
い

も
の
で
す
。
作
品
の
冒
頭
で
示
さ
れ
た
事
件
の

謎
が
結
末
で
解
き
明
か
さ
れ
る
、
と
い
う
ス

ト
ー
リ
ー
展
開
が
ご
く
一
般
的
で
あ
る
の
も
、

そ
れ
が
読
み
手
に
と
っ
て
ご
く
自
然
に
予
想
で

き
る
話
の
流
れ
だ
か
ら
で
す
。
レ
ポ
ー
ト
の
場

合
も
、
話
の
流
れ
と
し
て
は
同
じ
で
す
。
ス

ト
ー
リ
ー
展
開
の
「
一
つ
の
型
」
と
言
っ
て
も

良
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
上
下
の

バ
ン
ズ
で
挟
む
こ
と
が
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
と
い

う
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
の
と

同
様
に
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
（
型
）
は
明
確
で
あ

る
こ
と
、
分
か
り
や
す
い
こ
と
が
第
一
で
す
。

そ
の
上
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
枠

組
み
の
中
に
何
を
ど
う
挟
み
、
包
み
込
む
の
か

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
で
あ
れ
、
推
理
小
説
で
あ
れ
、

も
ち
ろ
ん
レ
ポ
ー
ト
で
あ
れ
、
肝
心
な
の
は
枠

組
み
で
は
な
く
中
身
で
す
。
中
身
こ
そ
が
、
そ

の
も
の
の
「
個
性
の
表
現
」
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
レ
ポ
ー
ト
の
話
に
戻
っ
て
言
え
ば
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
結
論
Ｃ
に
た
ど
り
着
い
た
の

か
、
そ
の
理
由
Ｂ
を
述
べ
て
い
る
の
が
「
本
論
」

（
中
身
）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
結
論
」
の
前

に
十
分
な
「
本
論
」
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
読

み
手
か
ら
発
せ
ら
れ
る
先
の
問
い
「
な
ぜ
Ｃ
と

い
う
結
論
な
の
か
」
に
、
あ
な
た
は
「
な
ぜ
な
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ら
、
Ｂ
と
い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、

Ｃ
と
い
う
結
論
に
な
る
の
だ
」
と
答
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
答
え
「
Ｂ
だ
か
ら
Ｃ
」
が
、

読
み
手
を
納
得
さ
せ
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、

理
由
Ｂ
が
結
論
Ｃ
を
導
き
出
す
の
に
、
必
要
か

つ
十
分
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
し
た
理
由
Ｂ
を
「
本
論
」
で
提
示
す
る
こ
と

が
、（
意
見
文
タ
イ
プ
の
）
レ
ポ
ー
ト
を
書
く

意
味
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

要
は
中
身
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

工
芸
や
模
型
な
ど
の
作
品
に
対
す
る
評
価
と

し
て
、「
良
く
作
り
込
ま
れ
て
い
る
」
と
い
っ

た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
「
作
り
込
む
」
と
い
う
表
現
は
、
レ
ポ
ー
ト

を
も
一
つ
の
作
品
と
考
え
る
時
、
と
り
わ
け「
本

論
」
に
対
す
る
評
価
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
レ
ポ
ー
ト
に

お
け
る
最
終
的
な
結
論
を
証
拠
立
て
、
レ
ポ
ー

ト
全
体
を
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
す
べ
き
「
本

論
」
で
の
考
察
は
、
論
理
的
な
視
点
か
ら
ど
れ

ほ
ど
緻
密
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
が
、
評

価
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
ど

れ
ほ
ど
緻
密
に
「
作
り
込
ん
で
」
あ
る
か
が
、

重
要
な
の
で
す
。
そ
こ
に
書
き
手
の
工
夫
が
あ

る
筈
で
す
。
確
実
な
証
拠
を
集
め
て
、
そ
の
上

に
緻
密
な
推
論
（
論
証
）
を
組
み
立
て
る
と
い

う
そ
の
一
点
に
、
最
も
多
く
の
時
間
と
努
力
を

注
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
レ
ポ
ー
ト
を
書

く
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

Ｔ
Ｖ
の
刑
事
ド
ラ
マ
な
ど
に
良
く
出
て
来
る

台
詞
に
、「
刑
事
と
い
う
の
は
誰
彼
か
ま
わ
ず

す
べ
て
の
人
を
疑
っ
て
掛
か
る
因
果
な
職
業

だ
」
な
ど
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
「
疑
う
」
と
い
う
態
度
は
、
言
い
換
え
れ

ば
、
確
実
な
証
拠
が
得
ら
れ
な
い
間
は
、
そ
れ

が
真
実
だ
と
安
易
に
断
定
し
な
い
、
あ
ら
ゆ
る

可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
真
実
を
追
い
求
め
事
件
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
捜
査
方
法
と
し
て
そ
の
よ
う
な
態
度

が
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ
と
同

じ
こ
と
が
、「
本
論
」
の
中
で
推
論
を
組
み
立

て
て
行
く
際
に
も
言
え
ま
す
。
犯
罪
捜
査
で
は
、

刑
事
は
偽
の
証
拠
や
嘘
の
供
述
を
「
疑
う
」
わ

け
で
す
が
、
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
い
る
皆
さ
ん

は
、
一
体
何
を
疑
え
ば
良
い
の
か
。
そ
れ
は
、

自
分
が
今
ま
さ
に
書
い
て
い
る
こ
と
が
、「
本

当
に
そ
う
言
え
る
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
極
端
に
言
え
ば
、「
本
論
」
を
書
い
て

い
る
間
は
一
文
書
き
進
め
る
度
に
、「
本
当
に

そ
う
言
え
る
か
」
と
疑
っ
て
掛
か
る
く
ら
い
で

良
い
の
で
す
。
確
実
に
言
い
得
る
こ
と
を
一
つ

ひ
と
つ
積
み
上
げ
て
行
く
、
そ
れ
が
推
論
を
組

み
立
て
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。
さ
も

な
け
れ
ば
、
緻
密
な
推
論
（
論
証
）
な
ど
は
望

む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
読
み

手
を
納
得
さ
せ
る
レ
ポ
ー
ト
も
書
け
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
飽
く
ま

で
も
こ
れ
は
理
想
論
で
す
。
し
か
し
、「
良
い

レ
ポ
ー
ト
」
を
書
き
た
い
と
思
う
な
ら
、
ど
こ

ま
で
理
想
に
近
付
け
ら
れ
る
か
と
考
え
、
そ
の

方
向
で
力
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
に
、
何
の
不

思
議
も
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
奮
闘
を
期
待

す
る
限
り
で
す
。

　

ど
う
や
ら
、
予
定
の
紙
数
が
尽
き
た
よ
う
で

す
。
で
は
ま
た
、
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。

さ
な
だ 

さ
と
し

名
古
屋
外
国
語
大
学
名
誉
教
授

35　  「レポートの書き方」⑧



　
「
読
書
コ
メ
ン
ト
大
賞
」
は
、
こ
れ
ま
で
出

会
え
て
い
な
か
っ
た
仲
間
と
読
書
の
楽
し
み
を

共
有
し
て
も
ら
う
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
印
象

に
残
っ
た
本
の
感
想
や
批
評
を
そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
を
生
か
し
た
コ
メ
ン
ト
形
式
で
書
い
て
も
ら

う
も
の
で
す
。

　

六
回
目
の
開
催
と
な
っ
た
今
回
は
、
新
た
な

試
み
と
し
て
、
学
生
、
教
職
員
等
に
よ
る
一
般

投
票
で
一
位
と
な
っ
た
作
品
を
「
い
い
ね
！
賞

（
一
般
投
票
賞
）」
と
し
て
表
彰
し
ま
し
た
。
応

募
作
品
総
数
は
百
四
十
二
点
。
そ
の
中
か
ら
大

賞
を
は
じ
め
受
賞
作
品
十
点
を
こ
こ
に
紹
介
し

ま
す
。
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
本
は
中
央
図
書

館
に
す
べ
て
所
蔵
が
あ
り
ま
す
。
コ
メ
ン
ト
を

読
ん
で
気
に
な
っ
た
本
が
あ
っ
た
ら
、
是
非
手

に
取
っ
て
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、

　

Ｎ
Ｕ
Ｆ
Ｓ 

＆ 

Ｎ
Ｕ
Ａ
Ｓ　

読
書
コ
メ
ン
ト
大
賞

…
読
ん
で
書
い
て
つ
な
が
ろ
う
…

次
は
あ
な
た
が
、
読
ん
で
、
書
い
て
、
つ
な
げ

る
番
で
す
。

※�

受
賞
作
品
（
第
一
回
～
第
六
回
）
は
、
図
書

館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
確
認
で

き
ま
す
。

 
大
賞 　
『
正
欲
』　

朝
井
リ
ョ
ウ	

著

　

物
語
は
月
に
似
て
い
る
と
思
う
。
月
が
夜
の

暗
闇
を
照
ら
す
よ
う
に
、
物
語
も
人
が
胸
に
秘

め
て
い
る
孤
独
や
秘
密
に
焦
点
を
あ
て
る
か
ら

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
内
面
を
探
り
あ
て

る
物
語
に
人
は
共
感
し
、
感
動
し
、
と
き
に
恐

怖
さ
え
お
ぼ
え
る
。
言
語
化
不
可
能
だ
っ
た
も

の
を
、
あ
っ
さ
り
と
言
語
化
し
て
し
ま
う
か
ら

だ
。
こ
の
『
正
欲
』
は
ま
さ
に
、
秘
密
を
明
か

さ
ず
息
を
殺
し
て
生
き
て
い
る
人
々
に
焦
点
を

あ
て
、
我
々
が
言
語
化
を
拒
ん
だ
真
実
を
、
言

葉
と
い
う
槍
で
突
き
つ
け
て
く
る
物
語
だ
。

　

美
化
さ
れ
た
「
多
様
性
」
と
い
う
言
葉
が
も

つ
恐
ろ
し
さ
を
、
現
実
味
の
あ
る
内
容
と
、
著

者
の
圧
倒
的
な
想
像
力
が
余
す
こ
と
な
く
暴
い

て
い
く
。
世
界
は
全
て
の
人
が
手
を
繋
ぎ
円
に

な
れ
る
ほ
ど
簡
単
に
は
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、
あ
な
た
は
試
さ
れ
る
。
円
の
外
側
に
い
る

想
像
も
し
て
こ
な
か
っ
た
人
た
ち
を
、
あ
な
た

は
「
多
様
性
」
の
一
言
で
円
の
内
側
に
招
き
い

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
言
葉
の
槍
は
、
あ

な
た
の
心
に
深
く
突
き
刺
さ
る
だ
ろ
う
。
私
に

刺
さ
っ
た
槍
は
、
ま
だ
抜
け
て
い
な
い
。

	

（
無
糖
）

 

最
優
秀
賞 　
『
夜
行
列
車
』　

湊
か
な
え	

著

　

私
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
嫌
い
だ
。
み
ん
な
幸
せ
そ
う

で
全
員
の
人
生
が
う
ま
く
行
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
冷
静
に
考
え
て
み
れ
ば
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
誰
も
が
華
々
し
い
一

面
を
持
つ
一
方
で
何
か
し
ら
の
地
獄
を
抱
え
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
地
獄
は
な
か
な
か
外
か
ら
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は
見
え
に
く
い
も
の
だ
。

　

と
あ
る
エ
リ
ー
ト
一
家
で
殺
人
事
件
が
起

こ
っ
た
。
被
害
者
は
父
親
、
加
害
者
は
母
親
で

あ
っ
た
。
誰
も
が
羨
み
憧
れ
る
一
家
か
ら
一

転
、
子
ど
も
達
は
近
所
か
ら
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
、

友
達
と
も
距
離
が
で
き
、
ネ
ッ
ト
で
誹
謗
中
傷

を
浴
び
る
。
側
か
ら
見
れ
ば
完
璧
な
一
家
の
中

で
、
一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
。

　

こ
の
話
は
読
み
進
め
る
に
つ
れ
そ
れ
ぞ
れ
の

抱
え
て
い
た
「
地
獄
」
が
見
え
て
く
る
。
人
の

地
獄
は
見
え
に
く
く
、
本
人
に
し
か
わ
か
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ど
ん
な
に
幸
せ
そ
う

に
見
え
る
人
で
も
皆
ど
こ
か
し
ら
で
苦
労
し
て

帳
尻
を
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
。

　

綺
麗
な
部
分
の
み
が
可
視
化
さ
れ
た
現
代
。

そ
ん
な
現
代
を
生
き
る
我
々
に
必
要
な
の
は
見

え
な
い
「
地
獄
」
を
補
う
想
像
力
か
も
し
れ

な
い
。	

（
ｍ
ｔ
ｍ
ｔ
）

 

図
書
館
特
別
賞 　
『
舟
を
編
む
』	

	

三
浦
し
を
ん	

著

　

言
葉
と
い
う
も
の
は
ひ
と
と
き
も
形
を
留
め

て
は
く
れ
な
い
。
毎
日
新
し
い
言
葉
が
生
ま
れ

て
は
消
え
て
い
く
。
そ
の
ま
ま
死
語
と
し
て

人
々
の
記
憶
か
ら
消
滅
し
て
し
ま
う
も
の
も
あ

れ
ば
、
時
に
は
そ
の
形
を
変
え
再
び
命
を
吹
き

返
す
も
の
も
あ
る
。
辞
書
と
は
、
言
葉
の
意
味

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
時
代
を
写
す
鏡
と
も
な
る
。

　

し
か
し
、
辞
書
は
一
夜
に
し
て
成
ら
ず
。
さ

ま
ざ
ま
な
人
々
の
想
い
を
乗
せ
、
膨
大
な
年
月

を
懸
け
て
産
み
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
辞
書
を

造
る
人
々
の
物
語
だ
。

　

言
葉
が
変
容
し
て
い
く
よ
う
に
、
人
の
心
は

動
き
続
け
て
い
る
。
不
完
全
で
、
た
ま
に
立
ち

止
ま
る
こ
と
も
あ
れ
ど
、
動
く
こ
と
を
完
全
に

は
や
め
ら
れ
な
い
。
時
に
そ
の
人
の
心
は
、
周

囲
の
人
を
突
き
動
か
す
。
変
え
る
。
そ
う
し
て
、

想
い
は
受
け
継
が
れ
る
。

　

人
の
世
の
美
し
さ
と
は
、想
い
を
受
け
継
ぎ
、

永
遠
に
紡
が
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

こ
の
物
語
で
、
そ
の
片
鱗
を
感
じ
て
み
て
は

い
か
が
だ
ろ
う
か
。	

（
指
人
形
）

 

出
版
会
賞 　
『
生
ま
れ
た
時
か
ら
ア
ル
デ
ン
テ
』

�

平
野
紗
季
子	

著

　

ス
マ
ホ
を
み
な
が
ら
食
べ
た
晩
ご
飯
。
味
の

感
想
よ
り
動
画
の
内
容
を
覚
え
て
い
る
。

　

そ
ん
な
私
と
対
極
に
い
る
の
が
フ
ー
ド
エ
ッ

セ
イ
ス
ト
の
平
野
紗
季
子
さ
ん
だ
。
幼
少
期
か

ら
「
食
日
記
」
を
綴
る
平
野
さ
ん
の
文
章
を
読

め
ば
彼
女
の
食
事
に
対
す
る
等
身
大
の
愛
と
敬

意
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
大
好
き
な

「
食
」
を
全
力
で
楽
し
ん
で
い
る
彼
女
の
姿
が

あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
。
文
章
か
ら
食
べ

物
の
匂
い
、
音
、
色
、
周
り
の
景
色
ま
で
も
見

え
て
く
る
。
食
べ
物
が
好
き
だ
か
ら
こ
そ
生
ま

れ
た
言
葉
、
で
も
そ
の
気
持
ち
わ
か
る
！　

そ

ん
な
「
美
味
し
い
」
文
章
が
魅
力
的
だ
。
彼
女

か
ら
食
事
の
儚
さ
、
大
切
さ
を
教
え
て
も
ら
っ

た
。
時
間
に
追
わ
れ
る
私
た
ち
は
楽
し
い
は
ず

の
食
事
の
席
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。「
食
事
」
と
「
言
葉
」
と
「
あ

な
た
」
を
素
敵
な
テ
ー
ブ
ル
に
案
内
し
直
し
て

く
れ
る
の
が
こ
の
本
。

　

ど
う
や
ら
平
野
さ
ん
の
言
葉
で
私
の
心
の
レ

ス
ト
ラ
ン
は
満
席
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　

す
み
ま
せ
ん
、
本
日
の
食
事
に
ス
マ
ホ
用
の

お
席
は
ご
用
意
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

	

（
き
ん
ぶ
つ
）
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優
秀
賞 　
『
戦
争
は
女
の
顔
を
し
て
い
な
い
』

�
ス
ヴ
ェ
ト
ラ
ー
ナ
・
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ	

著	

	

三
浦
み
ど
り	

訳

　

全
く
別
の
世
界
に
来
た
よ
う
な
感
覚
で

あ
っ
た
。

　

敵
の
命
を
奪
う
こ
と
を
誰
も
全
く
疑
わ
な

い
。
そ
れ
が
良
い
事
と
さ
れ
る
。
死
と
隣
り
合

わ
せ
の
世
界
で
は
、
人
間
は
別
の
生
き
物
に
変

わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
だ
。
そ
れ
が	「
戦
争
の
顔
」

な
の
だ
ろ
う
。

　

本
書
に
は
戦
争
の
後
に
も
女
性
達
が
「
母
」

と
い
う
女
性
の
顔
を
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
ず

に
苦
し
む
様
子
が
描
か
れ
る
。
彼
女
ら
は
自
ら

の
失
っ
た
「
命
を
育
む
顔
」
を
取
り
戻
そ
う
と

藻
掻
い
た
。
戦
争
に
よ
っ
て
張
り
付
け
ら
れ
た

「
命
を
奪
う
顔
」
を
ど
う
に
か
引
き
剥
が
そ
う

と
苦
し
ん
で
い
た
の
だ
。

　

私
自
身
の
体
験
に
な
る
が
、
授
業
で
今
日
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
話
に
な
っ
た
際
、
ロ
シ
ア
語
の

先
生
が
泣
い
て
い
た
こ
と
が
印
象
深
い
。
ど
ん

な
に
辛
い
だ
ろ
う
か
、
家
族
の
出
身
国
が
戦
争

の
当
事
者
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
。
世
界
情
勢

が
混
乱
し
て
い
る
現
在
、
日
本
に
生
き
る
我
々

も
こ
の
戦
争
の
リ
ア
ル
に
目
を
向
け
る
べ
き
と

考
え
る
。
ニ
ュ
ー
ス
の
向
こ
う
側
に
思
い
を
馳

せ
る
の
で
あ
る
。
戦
争
は
女
の
顔
を
し
て
い
な

い
、
し
か
し
戦
争
に
傷
つ
き
涙
を
流
す
の
は
い

つ
も
女
の
顔
だ
。	

（
井
谷
）

 

優
秀
賞 　
『
読
書
に
つ
い
て

：

他
二
篇
』

	

シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル	

著

	

斎
藤
忍
随	

訳

　

―
読
書
と
は
、
他
人
に
も
の
を
考
え
て
も

ら
う
こ
と
で
あ
る

―

　
「
読
書
」と
は
何
か
と
思
い
悩
ん
だ
私
に
シ
ョ

ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
語
り
か
け
る
。
重
く
伸
し

掛
か
る
こ
の
言
葉
に
私
は
さ
ら
に
悩
ん
で
し

ま
っ
た
。

―
読
書
は
思
索
の
代
用
品
に
す
ぎ

な
い

―
と
、
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
さ
ら

に
私
を
痛
罵
す
る
。
な
る
ほ
ど
私
が
「
読
書
」

だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
も
の
は
、
た
だ
の
思
索

の
放
棄
だ
っ
た
の
か
。

　

し
か
し
ど
う
だ
ろ
う
。
も
し
「
本
を
読
む
」

と
い
う
営
み
を
止
め
て
し
ま
え
ば
、
書
架
に
眠

る
彼
ら
は
誰
か
に
読
ま
れ
る
の
を
い
つ
ま
で
も
、

い
つ
ま
で
も
翹
望
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

書
架
に
死
蔵
さ
れ
、
悲
し
げ
な
顔
を
し
た
本
が

今
も
私
の
袖
を
引
く
。

　

私
は
今
日
も
ま
た
、
頁
を
め
く
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
こ
の
行
為
が
思
索
の
放
棄
だ
と
言
わ
れ

よ
う
と
も
、
私
は
本
と
共
に
鬱
蒼
と
し
た
言
葉

の
森
を
歩
ん
で
い
く
。
こ
の
歩
み
こ
そ
が
私
の

「
読
書
」
な
の
だ
。

	

（
し
が
な
い
言
語
学
徒
Ｒ
ｉ
ｎ
）

 

優
秀
賞 　

『
Ｊ
Ｋ
、
イ
ン
ド
で
常
識
ぶ
っ
壊
さ
れ
る
』

	

熊
谷
は
る
か	

著

　

日
本
の
普
通
の
女
子
高
生
が
、
突
然
イ
ン
ド

に
引
っ
越
す
こ
と
に
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

使
っ
て
イ
ン
ド
に
つ
い
て
調
べ
た
も
の
の
、
結

局
な
に
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
イ
ン
ド
で
の
生
活

が
始
ま
る
。
豊
か
な
人
が
車
を
走
ら
せ
る
横

で
、
１
台
の
バ
イ
ク
に
４
人
乗
り
す
る
家
族

や
、
大
使
館
の
す
ぐ
近
く
に
広
が
る
ス
ラ
ム
街

な
ど
格
差
社
会
で
の
光
と
影
を
描
く
女
子
高
生

視
点
の
イ
ン
ド
滞
在
を
記
し
た
こ
の
作
品
。
こ

の
作
品
は
著
者
の
実
体
験
で
あ
り
、
著
者
と
同

年
代
の
私
に
と
っ
て
と
て
も
読
み
や
す
い
作
品
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だ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
け
で
知
る
イ
ン

ド
と
、
現
地
に
降
り
立
っ
て
知
る
イ
ン
ド
は
全

く
違
う
よ
う
に
感
じ
た
。
安
全
な
国
で
暮
ら
す

私
た
ち
が
、
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
に
対
し

て
、「
宗
教
の
せ
い
で
生
活
が
制
限
さ
れ
て
い

る
」
と
思
っ
た
り
、
ス
ラ
ム
街
で
暮
ら
す
子
ど

も
達
に
対
し
て
、「
か
わ
い
そ
う
」
と
感
じ
た

り
す
る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
実

際
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
日
本
人
の
海
外
や

外
国
人
に
対
す
る
マ
イ
ク
ロ
ア
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン

が
、
実
際
は
偏
見
だ
っ
た
と
気
付
か
せ
て
く
れ

る
作
品
だ
。	
（
だ
み
）

 

優
秀
賞 　
『
氷
上
旅
日
記

：
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
―

パ
リ
を
歩
い
て
』

�

　

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク	

著

	

藤
川
芳
朗	

訳

　
「
あ
の
ひ
と
を
死
な
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
ぼ
く
が
自
分
の
足
で
歩
い
て
い
け
ば
助
か

る
ん
だ
」

　

ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
・
シ
ネ
マ
を
代
表
す

る
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
が
恩
師
の
重
病
の
報
せ
を
受

け
、
平
癒
を
祈
り
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
パ
リ
ま

で
の
７
０
０
キ
ロ
、
凍
て
つ
く
大
地
を
歩
む
。

巡
礼
と
も
呼
べ
る
魂
の
彷
徨
は
、
全
編
を
通
し

て
残
酷
で
あ
り
美
し
い
。
生
と
死
の
匂
い
が
嫌

で
も
立
ち
込
め
る
。
突
き
刺
す
よ
う
な
寒
さ
と

冷
た
い
現
実
は
、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
を
も
は
や
人

で
は
な
く
、
こ
の
世
以
外
の
も
の
へ
と
変
え
て

い
く
。
薄
れ
ゆ
く
自
我
が
銀
世
界
と
溶
け
込
ん

で
一
つ
に
な
る
。
現
実
と
空
想
の
境
界
線
が
な

く
な
っ
た
時
、
初
め
て
美
し
い
世
界
が
目
の
前

に
現
れ
る
。
過
酷
で
無
意
味
と
も
思
え
る
旅
。

彼
に
と
っ
て
旅
は
目
的
で
は
な
く
、
手
段
な
の

だ
。
燃
え
盛
る
胸
の
灯
が
恩
師
の
元
へ
と
駆
り

立
て
る
。
か
ら
だ
の
な
か
を
、
通
り
過
ぎ
た
、

あ
る
や
さ
し
い
も
の
。
私
に
は
見
え
る
。
開
い

た
窓
の
向
こ
う
に
、
彼
が
待
ち
侘
び
た
永
い
永

い
巡
礼
の
雪
解
け
が
。
今
こ
そ
飛
び
立
つ
の
だ

ろ
う
。	

（
も
か
）

 

優
秀
賞 　
『
十
字
架
』　

重
松
清	

著

　

親
友
。
そ
れ
は
互
い
に
心
を
許
し
合
い
自
然

体
で
い
ら
れ
る
存
在
。
私
は
親
友
と
呼
べ
る
存

在
が
欲
し
く
、
ま
た
誰
か
の
親
友
に
な
り
た
い
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
の
親
友
は
そ
ん

な
優
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
…
。

　

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
フ
ジ
シ
ュ
ン
は
い
じ
め
を

苦
に
自
殺
し
た
。
彼
は
幼
馴
染
で
は
あ
っ
た

が
、
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
も
話
す
こ
と
も
な
い
、

た
だ
い
じ
め
を
傍
観
し
て
い
た
僕
を
遺
書
内
で

｢

親
友｣

と
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
彼
の｢

親
友｣

と
し
て
、
重
く
決
し
て
降
ろ
す
こ
と
の
出
来
な

い｢

十
字
架｣

を
背
負
っ
た
僕
の
２０
年
間
を
描

い
た
話
。

　

彼
を
殺
し
た
加
害
者
が
背
負
う
十
字
架
、
彼

を
見
殺
し
に
し
た
僕
が
背
負
う
十
字
架
、
彼
の

苦
難
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
息
子
を
失
っ
た
両
親

が
背
負
う
十
字
架
。
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
る
十
字

架
の
重
さ
に
読
ん
で
い
る
こ
ち
ら
ま
で
苦
し
く

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
重
苦
し
さ
は
確
と
受
け

止
め
る
べ
き
も
の
だ
。

　

人
の
死
の
重
さ
や
残
さ
れ
た
者
達
に
与
え
る

影
響
の
大
き
さ
を
感
じ
る
一
冊
。
家
庭
を
持

ち
、
母
親
の
立
場
に
な
っ
て
こ
れ
を
読
ん
だ
ら

ま
た
違
っ
た
感
想
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

	

（
や
き
と
り
ン
ゴ
）
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い
い
ね
！
賞
（
一
般
投
票
賞
） 　

『
と
ん
で
も
な
い
死
に
方
の
科
学

：

も
し
●
●

し
た
ら
、
あ
な
た
は
こ
う
死
ぬ
』

	

コ
ー
デ
ィ
ー･

キ
ャ
シ
デ
ィ
ー
、	　

	

ポ
ー
ル
・
ド
ハ
テ
ィ
ー	

著

	

梶
山
あ
ゆ
み	

訳

　

貴
方
は
「
死
」
に
恐
怖
を
感
じ
ま
す
か
？

　

こ
こ
で
は
敢
え
て
断
言
し
よ
う
、
貴
方
は
死

ぬ
の
が
怖
い
。
ど
う
取
り
繕
っ
て
も
私
た
ち
は

死
に
対
し
て
シ
リ
ア
ス
だ
。

　

包
丁
、
階
段
、
滑
り
や
す
い
床
…
…	
私
た

ち
の
生
活
は
死
臭
に
満
ち
て
い
る
。「
可
能
性
」

に
塗
れ
た
私
た
ち
は
生
存
を
図
る
限
り
、
こ
の

死
臭
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
…
…

　

し
か
し
、
本
書
は
そ
ん
な
生
活
に
ひ
と
匙
の

シ
ニ
カ
ル
さ
を
与
え
て
く
れ
る
。
概
要
は
書
名

か
ら
察
し
得
る
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
と
ん

で
も
な
い
死
に
方
」
を
科
学
的
な
視
点
で
ユ
ー

モ
ア
を
加
え
つ
つ
解
説
し
て
く
れ
る
。

　

こ
れ
の
面
白
い
点
は
ス
ケ
ー
ル
の
極
端
さ

だ
。
包
丁
、
階
段
、
滑
り
や
す
い
床
…
…
こ
れ

が
普
段
。
そ
こ
に
「
も
し
も
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル

に
飛
び
込
ん
だ
ら
」「
バ
ナ
ナ
の
皮
で
滑
っ
て

死
ん
だ
ら
」
と
い
っ
た
「
可
能
性
」
を
加
え
て

み
よ
う
。
途
端
に
滑
稽
さ
を
帯
び
る
。

　

私
が
当
書
に
魅
力
を
感
じ
た
点
は
こ
こ
に
あ

る
。
逃
れ
ら
れ
な
い
シ
リ
ア
ス
な
人
生
に
せ
め

て
も
の
ユ
ー
モ
ア
を
。
死
臭
に
慣
れ
た
フ
リ
し

て
生
き
る
よ
り
、
よ
ほ
ど
い
い
。	

（
い
も
）

学
生
選
書

　

受
賞
者
の
み
な
さ
ん
に
は
副
賞
と
し

て
、
好
き
な
本
を
図
書
館
の
所
蔵
用
と
し

て
選
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。
選
ん
だ
本
は
、

最
優
先
で
借
り
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
特

典
が
あ
り
ま
す
。
店
頭
選
書
、
オ
ン
ラ
イ

ン
選
書
、
各
自
が
好
き
な
方
法
で
参
加

し
、三
十
冊
超
の
本
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

分
野
は
さ
ま
ざ
ま
、
同
世
代
が
選
ん
だ
本

を
是
非
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
違
う
世
界
が
広
が
る
こ
と
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。

　

図
書
館
で
は
受
賞
作
品
の
発
表
後
、
二

階
テ
ー
マ
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
受
賞
し
た
本

を
コ
メ
ン
ト
と
と
も
に
展
示
、
そ
の
後
選

書
し
て
も
ら
っ
た
本
も
展
示
し
て
い
ま

す
。
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
過
去
分

も
確
認
で
き
ま
す
の
で
、
是
非
ア
ク
セ
ス

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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今
春
か
ら
出
版
会
で
編
集
に
関
わ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
！

　

編
集
者
の
仕
事
自
体
は
長
く
や
っ
て
き
た

の
に
、
じ
っ
く
り
長
編
を
読
ん
だ
の
は
い
つ

だ
っ
た
か
、
今
回
の
特
集
の
タ
イ
ト
ル
を
聞

い
た
と
き
一
瞬
呆
然
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

仕
事
の
た
め
に
本
を
読
む
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
い
つ
も
急
い
て
い
て
、
純
粋
に
本
を
体

験
す
る
時
間
な
く
生
き
て
き
て
し
ま
っ
た

…
…
こ
の
機
会
に
自
分
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

た
い
で
す
。

　

ひ
と
つ
だ
け
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

あ
る
高
齢
の
音
楽
評
論
家
の
自
宅
に
手
書

き
の
随
筆
原
稿
を
も
ら
い
に
通
っ
て
い
た
と

き
の
こ
と
。
連
載
も
終
盤
に
さ
し
か
か
っ
て

き
た
あ
る
日
、
着
地
点
が
ど
う
や
ら
シ
ュ
ー

ベ
ル
ト
の
『
菩
提
樹
』
と
関
係
が
あ
る
ら
し

い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
と
き
、

　
「
ね
、
だ
か
ら
『
魔
の
山
』
の
ね
…
…
あ

た
た
か
い
ん
だ
」

　

と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
微
笑
み
な
が
ら
、

そ
の
人
が
口
に
し
ま
し
た
。

　

で
も
私
は
き
ょ
と
ん
と
し
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
そ
の
小
説
の
名

前
は
そ
れ
ま
で
も
数
回
会
話
に
も
出
て
き
て

い
た
の
に
ま
だ
読
ん
で
い
な
か
っ
た
…
…
。

そ
の
後
三
日
間
は
他
に
何
も
せ
ず
、
高
橋
義

孝
さ
ん
の
訳
を
猛
然
と
、
し
か
し
じ
っ
く
り

読
み
ま
し
た
。
最
後
の
と
こ
ろ
、
戦
場
で
行

軍
す
る
あ
の
わ
れ
ら
が
「
人
生
の
誠
実
な
厄

介
息
子
」
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
「
鋲
を

打
っ
た
重
い
靴
」で
倒
れ
た
戦
友
の
手
を「
木

の
枝
の
飛
び
散
っ
た
泥
土
の
中
へ
」「
ぎ
ゅ
っ

と
踏
み
つ
け
」
進
み
な
が
ら
『
菩
提
樹
』
を

低
い
声
で
口
ず
さ
む
と
こ
ろ
ま
で
き
た
と
き

に
、
そ
の
音
楽
評
論
家
が
本
当
は
何
を
言
い

た
か
っ
た
の
か
、
や
っ
と
想
像
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
九
十
歳
を
超
え
て
い
た
そ

の
人
の
目
に
「
死
」
が
ど
ん
な
ふ
う
に
映
っ

て
い
た
の
か
。

　

長
編
小
説
と
取
っ
組
み
合
う
の
は
面
倒
く

さ
い
。
で
も
た
ぶ
ん
、
生
き
て
い
く
う
ち
に

何
度
も
思
い
出
す
よ
う
な
、命
を
支
え
る「
経

験
」
を
連
れ
て
き
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。

名
古
屋
外
国
語
大
学
出
版
会
・
金
関 

ふ
き
子

出
版
会
か
ら

『
魔
の
山
』

『
魔
の
山
』
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Library
5F

4F

3F

２F

1F

B1F

展示ホール
中西憲一郎先生資料室

洋書、中国書、語学辞書、参考図書
洋雑誌、中国雑誌

和書
絵本、写真集、美術大型本
文庫、参考図書、地図

視聴覚資料
面白い本、言語と文化、語学検定
資格・就職（楽）、推薦図書
多読用図書、テーマ企画

新着図書、新聞、和雑誌、文庫
新書、名外大出版会、本学刊行物

雑誌 / 新聞バックナンバー
和書、洋書、中国書、視聴覚資料

※閉架資料を利用したい場合はカウンターに申し出てください。

多目的室
事務室

研究個室
4A / 4B / 4C / 4D

グループ学習室
3A / 3B

N-BASE
総合カウンター

ブース 漆/陶/絞/茶
ブース 宮/能

カウンター

閉架

開架 参考図書
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図書館 2F視聴覚資料

映画を使った語学学習

図書館キャラクター
トリィ

英語音声・日本語字幕
出来る限り英語音声を聞きとり、日本語字幕で粗筋と登場人物を理解しましょう。Step 1をしっ
かり行うことで、Step 2をスムーズに行うことができます。

英語音声・英語字幕
英語音声と英語字幕のスピードに慣れましょう。英語音声を英語字幕で理解しましょう。映画全
編は長いので、1つのチャプターを繰り返し再生することをお勧めします。Listening、Reading
だけでなく、分からない単語は辞書を引いて、語彙力アップにもつなげましょう。

英語音声のみ（字幕なし）
Listening に挑戦しましょう。英語音声のみで内容を理解しましょう。
字幕が無いことで、より音声と画面に集中することができます。
Listening に慣れたら、細かいニュアンスを読み取りましょう。
作品の時代背景やその場に合わせた言葉の選び方、組み合わせ方を学べます。

英語音声のみ（字幕なし）
Dictation に挑戦しましょう。聞き取った英語音声を書くことで、似ている単語の聞き間違えや聞
き取れない前置詞等、苦手な箇所を把握することができます。
また、書き取った文章が文法的に正しいかも確認しましょう。
字幕で答え合わせを行った後、再度Dictation に挑戦しましょう。

映画の原作を洋書で読む
洋書に挑戦しましょう。映画で描ききれなかった細かい設定を原作で発見できます。
原作を読みこんだら、要約や翻訳へのチャレンジをお勧めします。

Step Step 11

Step Step 22

Step Step 33

Step Step 44

Step Step 55

図書館では、教養資料からみんなが楽しめる映画資料まで、DVD・BD 等の視聴覚資料を
豊富に所蔵。特に映画は5,000点以上所蔵しています。
図書館内の視聴ブースは、1人はもちろんグループでも利用できます。（DVD・BD 等は館
内利用のみです。）

ポイント！��
●映画を通して、語学以外の歴史や文化も学べます。
●海外はもちろん、知っているようで知らない日本についても映像で学べます。
● 映画以外にも、地理・歴史・文化・アート・就職等、さまざまな分野の視聴覚資料を所蔵

しています。

映画を使った学習法

アニメは簡単な単語や
ストーリーが多く、

発音も聞き取りやすいから
初心者向きだよ！

お気に入りの映画で、�
楽しみながら行うことが�
長続きのコツ！
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nünü DISCOVERY
図書館の所蔵だけでなく、データベース等もまとめて検索できる便利なシステムです。
いまや紙に印刷されたものだけが図書館で扱う資料ではありません。図書館が提
供するさまざまな学術情報（図書、雑誌、データベース、電子ジャーナル、電子ブッ
ク、論文等）を一括検索できるツールにより、求める情報を広く容易に入手でき
ます。OPACからもアクセスできます。

蔵書検索 OPAC
図書館が所蔵する図書、雑誌、視聴覚資料を検索することができます。電子ジャー
ナル、電子書籍も含まれます。学外からでも使えるので、家で事前に調べておけ
ば図書館でスムーズに目的の資料にたどりつけます。

電子ジャーナル・電子ブック
電子ジャーナルは、“オンラインジャーナル”“e-Journal（EJ）”ともいいます。
一番のメリットは、図書館に足を運ばなくても学内の端末からアクセスして読め
ることです。開館時間を気にする必要もありません。しかも紙媒体と違い、同時
に複数の人が読めます。データベースと相互にリンクされている場合も多くあり
ます。“オープンアクセス”といってインターネット上で無料で閲覧できるもの
であれば、学外からでも読むことができます。

電子ブックは、“eBook”ともいいます。
図書館では、 【EBSCO eBook Collection】【KinoDen】【Maruzen eBook 
Library】【JapanKnowledge Lib】の4種類が使用できます。なかでも、【EBSCO 
eBook Collection】は多読用図書や教養書など5,000以上のタイトルを保有し
ています。図書館OPACからも検索して読むことができ、個人アカウントを取
得すれば学外からでも読むことができます。早いうちに取得してフル活用してく
ださい。

電子資料
雑誌に掲載された記事や論文、新聞記事を探す時、それぞれ専用のデータベース
を使います。検索してそのまま全文を読むことができるものも数多くあります。
辞書・事典のデータベースもあるので、早いうちにデータベースの達人になれば
レポートや課題をスムーズにこなすことができます。

MyLibrary Login
NUFS-ID・PWで “MyLibrary”にログインすることによって、貸出図書の延長
手続きや図書の予約、自分の貸出履歴や貸出状況の確認などができるほか、いく
つかのデータベースも学外から使用できます。“Myブックシェルフ”を使えば、
検索した資料情報や、検索条件を保存することができます。レポートや課題の下
準備に使えるとても便利な機能です。

1

2

3

4

5
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図書館では、さまざまなサービスを提供しています。
詳しくは、右のQRコードからHPにアクセスして
是非確認してみて下さいね。

図書館キャラクター トリィ

お目当ての資料を探すなら図書館HPにアクセス

授業等でたくさん出される課題……「資料を探さないといけないけれど、どうしたらいいん
だろう？」と困っていませんか。そんな時は図書館のHPにアクセスしてください。スマホ
からでも大丈夫！
おまけに、VPN接続サービスを利用すれば、学内利用と同じように利用することができます。
1年生から使いこなして、“情報の達人”を目指しましょう！

1 2 3

5

4
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また会いましょう

 新型コロナもずいぶんと落ち着き、以前の生活に戻ってきました。でも、長い自粛生活の

あいだに、「以前の生活」がどういうものだったか、思い出せなくなってきています。外に出

て活動的にならなくては、と思ったりもするのですが、そもそも自分がそんなに活動的だっ

たのかどうか。でも、これからはきっと、新しい出会いの機会が増えてくるに違いありません。

 『PIAZZA』は、名古屋外国語大学の1年生に向けて、毎年発行している小冊子です。今号の

特集は、「長編小説と出会う」。長編小説は一気に読めるものではなく、1作品にかなりの時間

がかかります。さまざまな作中人物や世界観に出会いながら、別の世界を生きることができ

る贅沢な時間です。小説なんて年を取ってからでも読めるのですが、若い時のほうが感受性

も強く、小説の世界に入り込む勢いが強いのではないでしょうか。この機会にぜひ、長編小

説を手に取って、少しずつでもいいから読んでいきませんか。本はいつでも待っていてくれ

ます。	  （K.K.）
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『PIAZZA』は名古屋外国語
大学出版会が、2016年度よ
り発行している冊子です。
今回の特集は「長編小説と
出会う」。実は自分自身、
長編小説に挑んだことは数
少ない。自分の人生や考え
方を大きく変えるような物
語に出会えたらいいなと思
う。学生の皆さんにとって
も、今号がそんな“長編小
説と出会う”きっかけにな
ることを願っております。
お忙しいなか製作にご協力
いただいた皆さま、ありが
とうございました。
	 （出版会事務局）
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亀山郁夫
野谷文昭 編訳
2200円（税込）

1世界文学の小宇宙�□�
詩集

愛、もしくは別れの夜に
亀山郁夫
エリス俊子 編
2860円（税込）

3 世界文学の小宇宙�□�
囚われて

沼野充義
藤井省三 編
2420円（税込）

2 世界が終わる�
夢を見る

亀山郁夫 著
1650円（税込）

学術図書 新書 

フォークナー
語りの力
その創造性の起源へ

梅垣昌子 著

4950円（税込）

ドストエフスキー
表象とカタストロフィ

亀山郁夫
望月哲男
番場　俊
甲斐清高 編
3300円（税込）

言語の構造
―�人間の言葉と�
動物のコトバ�―

川原功司 著

6930円（税込）

魯迅�
後期試探

中井政喜 著

7150円（税込）

食と文化の世界地図
佐原秋生・大岩昌子 著
1320円（税込）

世界教養72のレシピ
名古屋外国語大学 編
1320円（税込）

<世界教養>の知のひろばへ

https://nufs-up.jp/



本大学の書店、またはお近くの書店でお求めください。

協同学習で物語を読む�
新しい授業のために
新居明子 著
1430円（税込）

NUFS 英語教育シリーズ 

NUFS WORKS 

英語コアカリキュラム対応
英語の諸相
－音声・歴史・現状－
川原功司 著
1320円（税込）

世界のトピックで学ぶ
通訳ワークブック
浅野輝子
吉見かおる 編著
2750円（税込）

キーワードで「現代」を伝える
通訳ワークブック2
浅野輝子
吉見かおる 編著
2420円（税込）

英語が好きな子供を育てる
魔法のタスク
～小学校英語のために～
佐藤一嘉
矢後智子 編著
2750円（税込）

ネム船長の哲学航海記 Ⅱ

はじめての比較宗教学
なぜ「今日はツイている」のか

根無一信 著
名古屋外大ワークス 8
2200円（税込）

ネム船長の哲学航海記 Ⅰ

ソクラテスからの質問
「価値は人それぞれ」でいいのか

根無一信 著
名古屋外大ワークス 7
1760円（税込）

現代ヨルダン・
レポート
アラブの女性たちが語る
慣習・貧困・難民

佐藤都喜子 著
名古屋外大ワークス 6
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第二外国語で学ぶ
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