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第 108号

バ

ン

コ

ッ

ク

で

は

殆

ど

毎

日

朝

六

時

に

夜

か

明

け

て

夕

方

六

時

に

暗

く

な

る

、

夏

と

冬

で

十

五

分

の

差

が

あ

る

で

あ

ろ

う

か

。

四

月

、

五

月

か

特

に

暑

い

け

れ

ど

も

、

大

体

は

一

年

中

、

殆

と

同

じ

気

候

で

あ

る

。

こ

れ

か

日

本

の

場

合

、

夏

は

日

が

長

く

な

り

、

冬

は

も

う

四

時

頃

に

な

る

と

暗

く

な

る

。

そ

し

て

春

夏

秋

冬

そ

れ

ぞ

れ

季

節

に

応

し

て

気

候

が

変

る

。

だ

か

ら

夏

が

来

る

と

夏

着

を

出

し

た

り

、

ク

ー

ラ

ー

を

つ

け

る

。

冬

が

来

れ

ぱ

冬

着

を

出

し

て

ヒ

ー

タ

ー

を

も

ち

出

す

。

い

わ

ぱ

四

季

の

変

化

の

中

で

き

り

き

り

舞

い

を

し

て

い

る

わ

け

だ

。

と

こ

ろ

が

、

熱

帯

地

方

に

は

こ

う

し

た

変

化

か

な

い

し

、

暑

い

か

ら

、

一

年

中

裸

て

い

て

も

か

ま

わ

な

い

。

タ

イ

の

農

村

に

行

っ

た

ら

小

学

校

の

生

徒

か

半

袖

の

シ

ャ

ツ

に

カ

ー

キ

の

半

ズ

ボ

ン

の

制

服

を

落

て

い

た

。

し

か

し

、

学

校

か

ら

帰

る

と

、

ぬ

い

て

裸

に

な

る

。

温

帯

の

先

進

国

に

近

づ

く

た

め

に

、

こ

う

い

う

「

西

洋

服

」

を

着

せ

ら

れ

て

い

る

わ

け

て

あ

る

か

、

本

当

は

裸

の

方

が

涼

し

い

の

で

あ

る

。

そ

こ

へ

温

楷

人

種

か

視

察

に

来

て

、

裸

で

は

だ

し

て

遊

ぶ

子

ど

も

を

み

て

、

熱
帯
と
温
帯
の
生
活
感
情
の
差

―

つ

の

例

を

挙

げ

て

み

よ

う

e

チ

ュ

ラ

ロ

ン

コ

ー

ン

大

学

「

後

進

図

の

人

は

か

わ

い

そ

う

だ

」

と

い

う

。

か

わ

い

そ

う

で

も

何

で

も

な

い

。

そ

の

方

か

涼

し

い

の

て

あ

る

。

よ

び

わ

い

そ

う

だ

」

と

い

う

の

は

雪

の

降

る

国

の

人

間

の

感

覚

で

あ

ろ

う

。

雪

の

中

で

裸

で

い

た

ら

「

か

わ

い

そ

う

」

ど

こ

ろ

で

は

な

く

、

死

ん

で

し

ま

う

わ

け

だ

か

ら

。

日

本

の

一

・

三

倍

の

国

土

は

、

そ

の

大

部

分

が

平

野

で

、

こ

れ

を

メ

コ

ン

と

メ

ナ

ム

の

二

大

河

が

う

る

お

し

て

い

る

。

米

は

あ

り

余

っ

て

い

て

輸

出

し

て

い

る

。

し

か

も

二

毛

作

は

や

っ

て

い

な

い

。

こ

の

広

い

土

地

に

日

本

の

半

分

以

下

の

人

口

が

住

ん

で

い

る

の

で

あ

る

。

だ

か

ら

土

地

も

安

い

し

、

住

宅

も

簡

単

な

も

の

で

よ

く

、

降

雪

に

耐

え

る

よ

う

な

建

築

は

要

ら

な

い

。

だ

か

ら

、

衣

・

食

・

住

ど

れ

を

と

っ

て

み

て

も

、

そ

ん

な

に

問

題

は

な

い

。

よ

く

発

展

途

上

国

と

い

う

と

、

何

か

救

済

を

必

要

と

す

る

「

か

わ

い

そ

う

な

国

々

」

と

思

い

か

ち

で

あ

る

が

、

国

に

よ

っ

て

差

は

あ

る

か

、

衣

・

食

・

住

に

関

す

る

限

り

必

ず

し

も

そ

う

て

は

な

い

。

逆

に

山

ば

か

り

の

小

さ

な

島

国

に

一

億

一

干

万

の

人

間

か

ひ

し

め

い

て

い

る

日

本

の

現

実

の

方

か

、

あ

る

意

味

て

は

「

か

わ

い

そ

う

」

て

あ

る

。

鈴

木

一

郎

（
国
際
交
流
焙
金
衣
料
部
長
）

東
南
ア
ジ
ア
と
の
文
化
交
流
を
め
ぐ
っ
て
曰
]

と

い

え

ば

‘

タ

イ

の

東

大

で

あ

る

か

、

そ

の

タ

イ

人

の

主

任

教

授

の

月

給

が

約

五

千

ハ

ー

ツ

(

-

バ

ー

ツ

は

十

五

円

位

だ

か

ら

日

本

円

で

七

万

五

干

円

）

て

あ

る

。

修

士

号

を

も

つ

若

手

の

講

師

の

初

任

給

が

千

八

百

バ

ー

ツ

、

二

万

七

干

円

で

あ

る

。

こ

の

金

額

だ

け

見

る

と

か

わ

い

そ

う

た

と

い

う

言

葉

か

出

そ

う

で

あ

る

。

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

教

師

か

自

動

車

を

所

有

し

、

メ

イ

ド

を

使

っ

て

暮

ら

し

て

い

る

。

な

ぜ

、

そ

れ

が

可

能

な

の

て

あ

ろ

う

か

。

ま

す

衣

食

住

に

ど

の

位

必

要

か

を

調

べ

て

み

る

。

イ

ン

テ

リ

の

場

合

、

平

均

千

バ

ー

ツ

位

し

か

使

っ

て

い

な

い

。

あ

る

い

は

そ

れ

以

下

か

も

知

れ

な

い

。

タ

イ

で

最

近

出

来

た

最

低

賃

金

制

に

よ

る

と

一

日

―

―

十

五

バ

ー

ツ

と

な

っ

て

い

る

か

ら

f

三

十

日

動

き

づ

め

に

働

い

て

も

、

七

百

五

十

ハ

ー

ツ

位

に

し

か

な

ら

な

い

。

つ

ま

り

、

千

七

百

五

十

バ

ー

ツ

あ

れ

ば

メ

イ

ド

を

雇

っ

て

男

も

女

も

働

く

こ

と

か

出

来

る

し

、

暮

し

に

は

困

ら

な

い

。

（

但

し

こ

れ

は

イ

ン

テ

リ

層

の

場

合

で

あ

る

。

）

だ

か

ら

、

こ

れ

以

上

と

っ

て

い

る

層

は

、

残

っ

た

金

で

、

衣

食

住

以

外

の

物

が

賠

入

出

来

る

。

あ

る

日

本

人

が

運

転

手

を

雇

っ

た

ら

、

そ

の

運

位

手

か

す

ぐ

家

を

作

り

は

し

め

た

と

い

う

の

で

び

っ

く

り

し

た

。

雇

っ

た

方

は

日

本

に

ま

だ

自

分

の

家

か

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

か

熱

帯

地

区

全

部

そ

う

だ

と

は

い

わ

な

い

か

、

と

も

か

く

、

生

活

最

低

の

線

が

か

な

り

保

証

さ

れ

て

い

る

こ

と

は

事

実

て

あ

ろ

う

。

だ

か

ら

生

活

の

仕

方

も

至

極

の

ん

び

り

し

て

い

る

。

タ

イ

か

ら

日

本

に

来

た

学

者

達

は

一

様

に

「

何

で

日

本

人

は

こ

ん

な

に

速

く

歩

く

ん

だ

ろ

う

」

と

い

う

。

歩

き

方

ま

で

違

っ

て

い

る

ら

し

い

。

四

季

の

変

化

に

と

も

な

う

降

雪

や

台

風

の

中

で

き

り

き

り

舞

い

を

し

て

い

る

温

帯

人

に

し

て

み

れ

ば

、

南

方

人

は

と

て

も

の

ん

び

リ

し

て

い

て

、

怠

け

者

に

見

え

る

。

別

に

怠

げ

る

わ

け

て

は

な

い

か

、

慌

て

る

必

要

も

な

い

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

四

季

の

変

化

と

い

う

「

時

間

」
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の

中

て

か

け

ま

わ

っ

て

い

る

人

純

か

ら

見

る

と

、

こ

の

南

方

の

「

時

聞

の

な

い

世

界

」

は

「

永

迪

の

天

竺

」

な

の

て

あ

る

。

こ

の

永

追

の

骨

界

の

住

民

の

中

に

‘

時

間

の

中

て

き

り

き

り

舞

い

し

て

い

る

中

国

人

（

華

僑

）

や

日

本

人

か

や

っ

て

来

て

温

帯

人

の

テ

ン

ポ

て

か

け

ま

わ

れ

ば

、

儲

か

る

に

ち

か

い

な

い

か

、

相

手

に

し

て

み

れ

は

、

い

い

迷

惑

で

あ

ろ

う

。

も

う

ー

つ

別

の

例

を

挙

け

よ

う

。

プ

リ

ン

ス

ト

ン

大

学

て

国

文

学

を

教

え

て

い

た

玉

井

乾

介

教

授

は

現

打

タ

イ

の

大

学

て

教

鞭

を

と

っ

て

お

ら

れ

る

。

米

国

の

場

合

、

学

生

の

ガ

も

日

本

文

学

に

つ

い

て

は

翻

訳

な

ど

を

通

し

て

、

あ

る

杵

度

の

知

識

が

あ

っ

た

し

、

日

本

語

の

能

報

ヵ

も

タ

イ

の

学

生

と

は

比

較

に

な

ら

ぬ

位

高

か

っ

た

の

で

、

や

り

易

か

っ

た

か

、

タ

イ

て

は

か

な

り

あ

た

り

前

な

こ

と

て

月

も

、

か

ん

で

ふ

く

め

る

様

に

し

て

教

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

し

か

し

一

年

程

教

鞭

を

と

ら

れ

た

あ

と

で

、

ど

う

に

庁化

も

わ

か

ら

す

こ

と

の

出

米

な

い

も

の

に

ぶ

つ

か

る

の

で

あ

文

る

。

そ

れ

は

季

節

惑

の

相

違

て

あ

る

。

学

生

に

「

日

本

に

行

っ

た

ら

何

か

一

番

見

た

い

か

」

と

き

く

と

「

桜

の

花

か

見

た

い

」

と

い

う

。

行

く

学

生

は

六

月

に

瘤

く

の

て

「

桜

は

も

う

散

っ

て

し

ま

っ

て

い

る

」

と

い

う

と

不

思

頴

な

顔

を

し

て

い

る

。

よ

く

調

へ

て

み

る

と

、

学

生

は

桜

と

は

ブ

ー

ゲ

ン

ビ

リ

ア

の

花

の

様

に

一

年

中

咲

い

て

い

る

と

思

っ

て

い

た

。

そ

こ

で

寒

い

冬

の

あ

と

で

、

春

か

来

て

、

パ

ゾ

と

桜

か

咲

く

日

本

の

話

を

し

て

、

春

を

待

っ

気

持

、

満

開

の

花

の

下

て

酒

を

く

み

詩

を

作

る

こ

と

、

し

か

も

花

の

方

は

一

週

間

位

て

散

っ

て

し

ま

う

こ

と

、

日

本

で

は

「

花

の

い

の

ち

は

短

い

」

と

い

う

号

8
 。

ー

表

現

か

あ

っ

て

、

そ

れ

と

「

美

人

薄

命

」

を

む

す

ひ

つ

け

、

rう
つ

り

ゆ

く

も

の

の

あ

わ

れ

」

と

い

う

特

別

な

美

の

見

方

か

第

あ

る

こ

と

な

ど

を

説

明

し

て

お

ら

れ

た

。

同

じ

こ

と

が

「

中

秋

の

名

月

」

に

つ

い

て

も

い

え

る

。

文

学

で

は

花

と

い

え

は

は

重

要

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

最

近

の

調

査

は

少

し

変

っ

て

き

て

い

る

。

「

日

本

↑

を

ど

う

見

る

か

」

よ

り

も

「

一

体

日

本

は

こ

れ

ら

の

国

々

に

8
対

し

て

ど

う

い

う

コ

ン

ト

リ

ビ

ュ

ー

シ

ョ

ン

を

な

す

こ

と

が

。
第

出

来

る

か

」

と

い

う

調

壺

に

移

っ

て

来

て

い

る

。

そ

れ

は

「

ニ

ー

ド

調

査

」

と

も

い

わ

れ

て

い

る

。

し

か

し

そ

う

い

わ

れ

れ

ば

、

援

助

を

受

け

る

側

は

色

々

注

文

を

出

す

で

あ

ろ

う

。

今

後

の

問

題

と

し

て

は

、

さ

ら

に

一

歩

を

進

め

て

、

「

ど

う

し

て

理

解

出

来

な

い

の

で

あ

ろ

う

か

」

と

い

う

も

っ

と

根

本

的

な

点

を

色

々

な

角

度

か

ら

検

討

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

そ

の

―

つ

が

「

気

候

」

で

あ

る

。

(12) 

一

九

七

一

年

秋

、

二

か

月

に

わ

た

っ

て

東

南

ア

ジ

ア

文

部

大

臣

機

構

(
S
E
A
M
E
O
)
の

招

き

で

、

東

南

ア

ジ

ア

八

か

国

を

訪

れ

、

各

文

部

大

臣

、

担

当

官

、

大

学

学

長

、

美

術

館

長

、

博

物

館

長

、

図

書

館

長

、

公

文

嘗

館

長

、

研

究

所

長

な

ど

と

会

談

を

行

い

、

そ

れ

ぞ

れ

の

機

関

、

研

究

所

を

見

学

さ

せ

て

貰

っ

た

。

そ

の

際

か

な

り

深

刻

な

問

題

と

し

て

気

づ

い

た

こ

と

の

―

つ

は

教

科

書

作

成

に

伴

う

用

語

．

の

選

択

で

あ

っ

た

。

東

南

ア

ジ

ア

と

一

慨

に

い

う

け

れ

ど

も

、

各

国

と

も

色

々

な

人

種

、

宗

教

、

言

語

を

も

っ

て

い

て

、

一

般

に

p

lurali

st
i

c

s
o
ci

ety
と

呼

ば

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

米

国

に

も

い

え

る

こ

と

て

r
米

国

の

一

ド

ル

貨

幣

に

は

「

多

様

の

統

一

」

U
N
U
M
E
X
 

P
L
U
R
I
B
U
S
と

書

い

て

あ

る

。

こ

の

様

に

雑

多

な

民

族

、

宗

教

、

文

化

を

も

つ

国

々

か

、

新

し

く

独

立

国

と

な

っ

た

わ

け

で

あ

る

か

ら

、

各

文

部

省

と

し

て

は

、

「

全

国

に

統

一

的

に

使

用

さ

れ

る

言

語

に

よ

る

教

科

書

の

作

成

」

を

考

え

る

の

は

日
葉
と
文
化

春

、

月

と

い

え

ば

秋

、

雪

は

冬

と

い

っ

た

約

束

か

あ

る

。

「

源

氏

物

語

」

を

説

明

し

て

お

ら

れ

る

r互井
先

生

に

、

タ

イ

の

学

生

が

「

ど

う

し

て

こ

ん

な

に

一

頁

も

女

の

着

物

の

柄

の

説

明

か

あ

る

の

か

」

と

質

問

し

た

。

一

年

主

同

し

様

な

夏

の

衣

裳

て

す

ま

せ

る

熱

帯

て

は

、

不

思

議

に

思

え

る

の

も

無

理

は

な

い

。

日

本

文

学

で

は

、

女

の

衣

裳

に

化

か

あ

れ

ば

春

、

月

か

あ

れ

ば

秋

と

い

っ

た

様

に

、

そ

れ

に

よ

っ

て

季

節

の

う

つ

リ

ゆ

く

様

が

理

解

出

来

、

そ

れ

か

ら

「

も

の

の

あ

わ

れ

」

と

い

う

日

本

的

な

美

的

価

値

が

生

ま

れ

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

こ

の

季

節

を

は

な

れ

て

は

俳

句

も

文

学

も

成

立

し

な

い

。

五

井

先

生

は

、

だ

か

ら

、

一

番

先

に

こ

の

違

い

を

は

っ

き

り

説

明

し

て

、

「

あ

な

た

方

に

は

わ

か

り

ま

せ

ん

よ

」

と

釘

を

さ

し

た

上

で

、

「

想

像

の

日

本

文

学

」

を

タ

イ

入

に

教

え

る

こ

と

に

し

て

お

ら

れ

る

。し

か

し

逆

も

い

え

る

。

タ

イ

の

現

代

文

学

が

い

く

つ

か

日

本

語

に

な

っ

て

い

る

が

、

タ

イ

を

知

っ

て

い

る

日

本

人

に

は

面

白

い

か

、

日

本

の

一

般

に

と

っ

て

は

平

面

的

て

あ

ま

り

受

け

入

れ

ら

れ

ず

、

出

版

杜

て

も

「

東

南

ア

ジ

ア

．

一

と

い

う

と

、

タ

イ

ト

ル

だ

け

て

売

れ

な

い

と

い

っ

て

、

出

版

し

た

か

ら

な

い

傾

向

か

あ

る

。

こ

れ

は

た

ん

に

東

南

ア

シ

ア

に

対

す

る

不

当

な

優

越

感

の

裏

返

し

と

し

て

解

釈

さ

れ

る

べ

き

て

は

な

く

、

四

季

の

変

化

の

―

つ

も

表

現

さ

れ

な

い

文

学

な

と

と

い

う

も

の

は

、

温

帯

人

に

と

っ

て

は

耐

え

難

い

程

つ

ま

ら

な

い

作

品

と

し

か

眼

に

映

ら

な

い

か

ら

で

あ

ろ

う

。

そ

ん

な

中

で

日

本

文

学

を

教

え

て

お

ら

れ

る

玉

井

先

生

の

指

摘

は

傾

聴

に

値

す

る

。

「

も

の

の

あ

わ

れ

」

は

プ

リ

ン

ス

ト

ン

の

学

生

に

は

理

解

出

来

た

。

な

ぜ

な

ら

プ

リ

ン

ス

ー

ン

に

は

雪

か

降

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

点

だ

け

に

限

る

な

ら

ば

r

米

国

の

学

生

が

特

に

タ

イ

の

学

生

よ

り

す

ぐ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、

そ

れ

ぞ

札

の

学

生

の

お

か

れ

て

い

る

自

然

の

条

当

然

で

あ

ろ

う

。
よ

く

東

南

ア

シ

ア

は

陸

と

海

の

一

＿

つ

の

東

南

ア

ジ

ア

に

わ

け

ら

れ

る

か

、

ま

ず

陸

の

東

南

ア

ン

ア

を

見

る

と

、

旧

仏

印

三

国

と

タ

イ

、

マ

レ

ー

シ

ア

、

ヒ

ル

マ

な

ど

は

、

古

代

か

ら

互

い

に

土

地

を

奪

取

し

合

い

、

モ

ー

ン

族

な

ど

の

現

住

民

は

常

に

新

し

い

支

配

者

に

と

っ

て

か

わ

ら

れ

て

い

る

C

そ

こ

へ

欧

州

か

ら

の

植

民

地

化

か

行

わ

れ

、

タ

イ

を

境

と

し

て

仏

印

三

国

は

フ

ラ

ン

ス

の

、

ヒ

ル

マ

、

マ

レ

ー

シ

ア

は

英

国

の

勢

力

圏

に

お

か

れ

て

い

た

。

し

た

が

っ

て

そ

の

国

境

線

も

、

必

す

し

も

人

種

、

言

語

、

宗

教

な

ど

に

よ

る

わ

け

方

て

な

い

。

そ

れ

が

現

在

で

も

タ

イ

と

ラ

オ

ス

、

カ

ン

ホ

ジ

ャ

、

国

境

問

題

、

あ

る

い

は

南

タ

イ

と

マ

レ

ー

＇

シ

ア

の

問

題

と

な

っ

て

後

を

ひ

い

て

い

る

。

一

方

、

海

の

東

南

ア

ジ

ア

も

、

そ

れ

ぞ

れ

の

島

が

そ

れ

そ

れ

の

言

葉

を

も

っ

て

い

て

、

そ

こ

に

印

度

教

、

ア

ラ

ビ

ア

の

回

教

文

化

が

入

り

、

さ

ら

に

ポ

ル

ト

ガ

ル

、

オ

ラ

ン

ダ

、

ス

ペ
イ
ン
、
~
米
国
な
ど
の
文
化
か
混
入
し
て
い
て

r

複
雑
な
様

相

を

呈

し

て

い

る

。

さ

て

、

国

語

問

題

に

戻

る

と

、

タ

イ

の

場

合

は

、

独

立

国

て

あ

っ

た

た

め

タ

イ

語

て

教

科

書

か

作

ら

れ

て

い

る

か

r

ソ

ン

ク

ラ

か

ら

南

の

回

教

圏

て

は

マ

ラ

ヤ

語

か

使

わ

れ

て

い

て

、

こ

の

タ

イ

語

に

よ

る

教

育

は

か

な

り

の

重

荷

に

な

っ

て

い

る

。

マ

レ

ー

シ

ャ

は

、

元

来

マ

ラ

ヤ

語

、

中

国

語

、

タ

ミ

ー

ル

語

等

人

種

別

の

言

葉

か

使

わ

れ

て

い

た

か

、

そ

れ

に

英

語

教

育

か

加

わ

り

、

マ

ラ

ヤ

語

国

語

化

運

動

言

ハ

サ

合

マ

ラ

ヤ

）

は

政

府

の

肝

入

り

で

か

な

り

進

捗

し

て

は

い

る

も

の

の

、

学

術

用

語

な

ど

を

マ

ラ

ヤ

語

化

す

る

問

題

は

深

刻

で

あ

る

。

ン

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

場

合

、

国

際

都

市

と

し

て

英

語

を

使

う

場

合

か

殆

ど

で

あ

る

た

め

、

教

科

聾

問

題

は

そ

れ

程

大

き

く

な

い

け

れ

ど

も

、

家

庭

の

言

染

は

マ

ラ

ヤ

と

同

様

、

人

種

に

よ

っ

件

か

理

解

を

容

易

に

し

た

り

r

困

難

に

し

た

り

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

わ

れ

わ

れ

が

、

東

南

ア

ジ

ア

や

そ

の

他

南

方

の

開

発

途

上

国

と

よ

り

も

、

欧

米

先

進

国

と

精

神

的

に

つ

な

か

り

や

す

い

傾

向

を

も

っ

て

い

る

の

も

、

欧

米

か

文

化

的

に

す

す

ん

で

い

る

か

ら

と

い

う

理

由

だ

け

で

は

な

く

、

同

じ

く

四

季

の

変

化

の

あ

る

温

帯

人

種

と

し

て

、

物

の

見

方

に

共

通

な

も

の

が

あ

る

か

ら

か

も

知

れ

な

い

。

東

大

の

松

井

透

氏

が

「

人

間

は

す

ぺ

て

同

じ

だ

、

と

い

う

前

提

は

、

文

化

交

流

に

と

っ

て

は

一

種

の

危

険

思

想

だ

」

と

い

っ

て

お

ら

れ

る

。

そ

れ

ぞ

れ

の

国

に

は

異

な

っ

た

歴

史

や

文

化

か

あ

り

、

異

質

の

自

然

条

件

が

あ

る

。

そ

れ

を

無

視

し

て

、

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

的

発

想

、

ジ

ュ

ネ

ー

ヴ

的

公

式

、

東

京

の

論

理

を

そ

の

ま

ま

の

形

で

も

ち

こ

ん

で

、

「

援

助

」

だ

と

思

っ

て

い

る

と

、

ま

る

で

食

い

ち

が

っ

た

結

果

に

な

る

。

カ

ル

チ

ュ

ラ

ル

，

イ

ン

ペ

リ

ア

リ

ズ

ム

な

ど

と

い

う

援

助

す

る

側

に

は

想

像

も

つ

か

な

い

反

撃

が

来

る

。

玉

井

先

生

の

や

っ

て

お

ら

れ

る

よ

う

な

「

あ

な

た

方

に

は

恐

ら

く

わ

か

ら

な

い

で

し

ょ

う

」

と

い

う

前

提

は

、

実

に

意

味

深

い

。

そ

れ

は

ひ

っ

く

り

返

し

て

み

る

と

「

わ

れ

わ

れ

に

も

東

南

ア

ジ

ア

の

人

々

の

本

当

の

苦

し

み

や

痛

み

は

わ

か

ら

な

い

」

と

い

う

こ

と

に

も

な

る

。

一

番

必

要

な

の

は

、

受

験

勉

強

的

な

や

り

方

て

の

東

南

ア

シ

ア

の

知

識

の

収

集

で

は

な

く

し

て

、

こ

う

し

た

差

異

の

存

在

の

理

解

で

あ

り

，

な

ぜ

そ

う

い

う

差

か

あ

る

の

か

と

い

う

問

題

提

起

で

あ

リ

、

そ

う

し

た

問

題

を

中

心

と

し

て

の

調

査

‘

研

究

で

あ

ろ

う

c

バ

ン

コ

ノ

ク

に

い

る

間

に

多

く

の

学

者

や

専

門

家

が

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

か

ら

f

・

調

査

」

に

来

ら

れ

た

。

そ

の

中

に

「

東

南

ア

ジ

ア

人

の

対

日

意

識

調

査

」

と

い

う

の

か

あ

っ

た

。

「

日

本

に

と

っ

て

」

こ

れ

は

凪

要

か

も

知

れ

な

い

か

、

あ

る

意

味

で

は

ナ

ル

シ

シ

ズ

ム

調

査

で

あ

る

他

国

民

か

日

本

を

ど

う

見

る

か

と

い

う

こ

と

は

た

し

か

に

「

日

本

人

」

に

と

っ

て

て

異

な

っ

て

い

る

。

フ

ィ

リ

ピ

ン

で

も

タ

ガ

ロ

ク

語

は

一

応

公

用

語

と

な

っ

て

は

い

る

も

の

の

、

タ

ガ

ロ

ク

語

人

口

は

、

全

人

口

の

四

五

パ

ー

セ

ン

ト

し

か

な

く

、

タ

ガ

ロ

ク

語

の

教

科

書

を

ミ

ン

ダ

ナ

オ

に

強

制

す

れ

ば

、

か

な

り

の

抵

抗

が

見

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

ィ

ン

ド

ネ

シ

ア

は

一

九

三

三

年

オ

ラ

ン

ダ

が

作

っ

た

人

工

の

イ

ン

ド

ネ

シ

ャ

語

か

国

語

と

な

っ

て

い

る

の

で

、

一

応

教

科

書

作

り

に

は

問

題

な

い

か

、

シ

ャ

ウ

ア

語

、

バ

リ

語

の

他

に

ホ

ル

ネ

オ

、

ス

マ

ト

ラ

で

は

、

ま

た

、

そ

れ

ぞ

れ

の

言

蔑

か

あ

る

か

ら

、

国

語

は

そ

れ

自

体

ど

こ

の

土

地

に

も

属

さ

ぬ

不

安

定

性

を

も

っ

て

い

る

。

ひ

る

か

え

っ

て

日

本

の

場

合

、

明

治

の

教

育

令

に

よ

り

、

新

し

い

義

務

教

育

制

が

施

か

れ

た

か

、

そ

の

時

に

、

教

科

書

を

何

語

に

す

る

か

と

い

う

問

題

は

全

く

な

か

っ

た

。

徳

川

時

代

の

三

勤

交

替

や

領

地

替

え

な

ど

の

強

制

に

よ

っ

て

、

地

方

の

方

言

は

あ

る

か

、

地

方

で

も

公

用

語

は

江

戸

の

言

葉

、

な

い

し

将

軍

家

の

言

葉

と

な

っ

て

し

ま

っ

て

い

た

か

ら

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

こ

の

東

京

弁

の

国

語

化

は

、

東

京

中

心

の

文

化

政

策

と

な

り

、

為

政

者

に

は

好

都

合

で

あ

っ

た

か

、

現

在

て

も

地

方

か

ら

東

京

の

学

校

に

転

校

し

て

く

る

学

生

に

は

、

か

な

り

の

重

荷

に

な

っ

て

い

る

場

合

か

あ

り

、

こ

れ

程

、

人

種

な

ど

と

か

ら

ん

だ

国

語

問

題

の

少

な

い

日

本

に

も

、

表

面

に

出

な

い

か

心

理

的

な

困

難

を

形

造

っ

て

い

る

の

て

あ

る

か

ら

、

東

南

ア

ジ

ア

の

国

々

の

文

部

省

か

抱

え

て

い

る

言

語

問

題

が

如

何

に

深

刻

て

あ

る

か

は

論

を

ま

た

な

い

。

よ

く

日

本

に

は

N
ati

onal 
]
d
e
nt

i

↓

Y
か

あ

る

と

い

わ

れ

る

か

、

こ

ち

ら

側

は

そ

う

思

っ

て

い

な

く

て

も

、

東

南

ア

シ

ア

の

国

々

か

ら

来

た

人

々

に

は

こ

の

よ

う

に

人

種

、

言

語

か

あ

ま

り

大

き

な

社

会

問

題

と

な

っ

て

お

ら

ず

、

宗

教

に

つ

い

て

も

、

か

な

り

寛

大

な

日

本

の

姿

は

、

羨

ま

し

く

思

わ

れ

る

の

で

は

あ

る

ま

い

か

c
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国
語
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
独
立
後
の
文
教
政
策
の
中
で

も
さ
ら
に
困
難
な
問
題
は
、
歴
史
の
教
科
書
の
作
成
で
あ
る
。

独
立
後

r

，
目
国
の
歴
史
を
教
え
よ
う
と
し
て
み
て
も
、
そ
れ

ら
は
す
へ
て
旧
宗
主
国
の
外
国
人
か
外
国
語
で
作
成
し
た
も

の
ぱ
か
り
て
あ
っ
た
。
や
っ
と
最
近
に
な
っ
て
、
か
な
り
の

も
の
か
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
、
そ
れ
て
も
評
を
み
る
と
、
古
代
史
の
研
究
な
ど

は
相
当
の
部
分
こ
れ
ま
て
の
外
国
の
学
者
の
研
究
に
た
よ
っ

て
い
る
こ
と
か
わ
か
る
。
旧
統
治
者
の
書
い
た
東
南
ア
ジ
ア

史
は
、
主
と
し
て
西
洋
人
か
「
発
見
し
た
」
時
点
か
ら
の
歴

史
て
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
独
立
運
動
の
志
七
で
投
獄
さ
れ
た

人
物
は
レ
ヘ
ル
と
誌
さ
れ
て
い
る
。
独
立
後
は
こ
れ
ら
の
レ

ベ
ル
は
「
英
雄
し
に
書
き
改
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

旧
宗
主
国
と
い
う
と
、
す
へ
て
植
民
地
主
教
者
と
し
て
片

づ
け
ら
れ
か
ち
て
あ
る
か
、
こ
く
僅
か
で
は
あ
る
か
、
植
民

地
化
以
前
の
東
南
ア
ジ
ア
史
や
好
占
学
に
取
組
ん
て
い
る
学

者
も
み
う
け
ら
れ
る
c

中
て
も
西
暦
一
世
紀
か
ら
十
五
世

紀
ま
て
の
”
イ
ン
ド
化
さ
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
お
よ
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
」

L
e
s

e
ta
ts
 hi

n
d
o
ui
s
e
s
 
cl'Inclochi
n
e
 
e
t
 

d
,
l
n
d
o
n
c
si
e

を
書
い
た
セ
テ
ス

G
e
o
r
g
e

C
e
d
e
s

の
業
緞

は
、
ま
さ
に
学
問
の
オ
ー
ケ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
も
い
う
べ

き
も
の
て
、
現
代
東
南
ア
ン
ア
語
の
み
な
ら
ず
、
モ
ー
ン
‘

ク
メ
ー
ル
、
パ
リ
、
サ
ン
ス
ク
リ
り
，
卜
等
の
古
代
語
を
解
読

し
た
り
、
中
団
の
古
文
似
ま
で
引
用
し
て
こ
の
地
区
の
古
代

史
を
ま
と
め
あ
け
て
い
る
。
古
代
の
謎
の
大
国
ス
リ
ヴ
ィ
シ

ャ
ー
ア
図
や
ダ
ワ
ラ
ウ
ァ
テ
ィ
国
の
存
在
を
立
証
し
た
の
も

セ
デ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
に
大

き
な
刺
激
を
与
え
て
い
る
。
ホ
ウ
エ
ッ
ト
レ
ー
の
＂
賀
金
の

ケ
ル
ソ
ニ
ー
ズ
“
は
マ
ラ
ヤ
半
島
の
古
代
史
で
あ
る
が
、
中

国
、
ギ
リ
ン
ャ
、
ラ
テ
ン
、
ア
ラ
ブ

r

イ
ン
ド
の
言
菓
に
よ

る
資
料
を
総
合
的
に
扱
っ
て
い
る
点
、
セ
デ
ス
の
業
績
に
比

肩
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
人
グ
ロ
リ
エ
、
テ
ュ

ポ
ン
、
ア
ル
シ
ャ
ン
ポ
ー
な
ど
は
、
考
古
学
の
知
識
を
駆
使

し
て
、
数
多
く
の
政
治
的
制
約
の
中
で
、
相
変
ら
す
古
代
東

南
ア
ジ
ア
史
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
ド

ネ
シ
ャ
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
の
学
者
か
戦
前
か
ら
の
仕
事
を
い

ま
だ
に
続
け
て
い
た
。

こ
の
桃
な
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
か
な
い

d

二
十
世
紀
の
政

治
事
情
か
ど
の
様
に
変
っ
て
も
、
や
る
べ
き
事
（
や
り
た
い

事
）
は
や
る
，
1

と
い
っ
た
西
欧
の
学
者
の
意
気
と
、
そ
れ

を
支
え
て
い
る
政
府
の
文
化
政
策
に
は
頭
の
さ
が
る
も
の
が

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
研
究
や
発
掘
な
ど
を
現
地
の
若
い

学
者
た
ち
と
一
緒
に
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
人
物
の
ま
わ

り
に
は
、
旧
宗
主
国
の
植
民
地
主
袈
な
ど
の
汚
名
を
ぬ
く
い

去
る
様
な
新
鮮
な
ふ
ん
い
気
を
作
り
出
し
て
い
る
し
、
ま
た
、

そ
う
し
た
業
績
も
束
南
ア
ジ
ア
人
自
身
か
こ
れ
か
ら
書
く
自

国
の
歴
史
作
成
の
上
で
、
菫
要
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
何
回
、
タ
イ
人
の
歴
史
学
者
や
考
古
学

者
か
ら
、
そ
れ
ら
欧
米
人
の
権
威
の
名
前
を
腺
敬
の
念
を
こ

め
て
き
か
さ
れ
た
こ
と
か
ぐ
そ
し
て
そ
れ
ら
の
業
線
を
無
視

し
て
は
自
国
の
歴
史
が
書
け
な
い
現
実
の
中
に
、
東
南
ア
シ

ア
の
痛
み
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

問
題
は
そ
れ
は
か
り
で
な
い
。
目
国
語
（
そ
れ
も
ま
だ
し

っ
か
り
し
て
い
な
い
か
）
で
学
問
を
や
ろ
う
と
い
う
場
合
に

学
術
用
語
か
ま
だ
完
訳
か
出
来
て
い
な
い
例
か
多
い
。
マ
レ

ー
シ
ア
大
学
学
長
の
ア
ス
ィ
ス
氏
は
、
十
年
前
、
固
大
で
は

し
め
て
「
マ
ラ
ヤ
人
」
の
経
済
学
部
長
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま

で
は
学
部
長
は
全
部
英
国
人
で
あ
り
、
英
語
で
教
育
か
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
。
同
氏
か
経
済
学
部
長
に
な
っ
て
は
じ
め

て
や
っ
た
こ
と
は
、
マ
ラ
ヤ
語
の
「
カ
ー
」
に
は

P
ri
c
e
と

c
o
s
t
の
両
義
か
あ
る
。
と
こ
ろ
か
経
済
学
て
は
「
価
格
し
と

「
コ
ー
ス
ト
」
の
二
概
念
か
区
別
さ
れ
て
い
な
く
て
は
講
義
か

出
来
な
い
。
同
氏
は
在
来
の
「
カ
ー
」
を
「
価
格
」
の
意
味

だ
け
に
使
う
こ
と
と
し
、
「
コ
ー
ス
ト
」
は
「
コ
ー
ス
」
と
い

う
別
の
言
葉
を
作
っ
た
と
い
っ
て
お
ら
れ
た
c

マ
ラ
ヤ
で
は

こ
の
数
年
来
国
語
化
運
動
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
バ
ハ
サ
・
マ

ラ
ヤ
運
動
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
明
治
の
頃
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
ー
を
理
学
、
知
学
な
ど
と
訳
し
、
最
終
的
に
哲
学

か
定
着
し
た
様
な
例
か
日
本
に
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合

で
も
、
長
い
間
、
漢
文
で
学
問
を
や
っ
て
き
た
日
本
に
は
、

学
校
や
研
究
機
関
め
い
た
も
の
か
か
な
り
存
在
し
て
い
て
、

ま
た
た
く
間
に
外
国
の
学
術
用
語
は
日
本
語
と
な
っ
た
の
で

あ
る
が
、
自
国
語
、
す
な
わ
ち
国
語
で
す
ら
ま
だ
確
立
出
来

て
い
な
い
国
の
場
合
、
明
冶
の
日
本
の
例
と
は
比
較
に
な
ら

な
い
程
の
問
題
を
含
ん
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
文
部
省
で

も
英
・
タ
ガ
ロ
ク
語
学
術
用
語
辞
典
か
出
来
て
い
て
、
担
当

官
が
誇
ら
し
げ
に
一
部
く
れ
た
が
、
そ
の
人
も

T
hi

s
i

s
 

G
r
e
e
k
 
to
 m
e

と
い
っ
て
笑
っ
て
い
た
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
な
ど
と
い
う
用
語
は
日
本
で
は
も
う
そ
の
ま
ま
日
本
語
と

し
て
使
っ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
を
全
く
新
し
い
タ
ガ
ロ
ク
語

の
造
語
に
し
て
、
こ
れ
を
暗
記
し
な
い
と
、
学
問
か
で
き
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
様
に
も
思
わ

れ
、
大
変
な
む
だ
な
労
力
を
払
っ
て
い
る
様
に
も
思
わ
れ
る

か
、
自
国
語
で
学
問
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
程
必
要

な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
さ
き
に
の
へ
た
通
リ
タ
ガ
ロ
ク

語
人
口
は
全
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
四
五
ペ
ー
セ
ン
ト
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
様
な
問
題
は
あ
ま
り
新
聞
の
記
事
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
東
南
ア
ジ
ア
の
稟
の

な
や
み
や
痛
み
か
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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定

価

・

一

五

0
円
（
送
料
二
九
円

年

間

購

読

料

一

、

八

0
0
円

I
I
'

し

i

1

編

集

後

記

―

0
今
春
第
三
十
三
回
日
本
芸
術
院
貨
を
授
賞
さ
―

れ
た
一
戸
板
嬰
＿
氏
の
「
歌
舞
伎
ー
・
＇
＇
別
の
視
角
一

|
」
は
、
長
年
歌
舞
伎
評
論
を
さ
れ
て
き
た
一

氏
に
し
て
も
、
新
鮮
な
観
客
の
眼
に
腕
か
さ
れ
―

る
と
の
こ
と

C

他
の
分
野
で
も
同
じ
こ
と
が
言
一

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

0
藤
田
由
之
氏
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
比
較
論
。
我
が
回
の
西
洋
音

楽
禅
入
の
歴
史
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
て
輿
味

深
い
。

一
。
ア
キ
コ
・
カ
ン
タ
さ
ん
は
、
―
つ
の
踊
り
に

半
年
か
ら
一
年
も
稽
古
に
か
け
ら
れ
る
と
い
う
。

芸
術
の
道
の
厳
し
さ
と
そ
の
中
か
ら
昇
華
さ
れ

た
も
の
か
芸
の
美
し
さ
と
な
り
人
々
の
感
動
を

呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。

0
鈴
木
一
郎
氏
は
国
際
交
流
基
金
の
タ
イ
国
駐
i

在
員
と
し
て
二
年
ほ
ど
ハ
ン
コ
ッ
ク
に
在
勤
さ
一

れ
た
。
そ
の
経
験
に
基
づ
（
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
文
化
交
流
の
あ
り
方
の
提
言
は
費
直
で
あ

る
。
来
月
も
御
執
筆
を
お
願
い
し
て
い
る
。
一

(

k

)

-

-

i
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チ
ェ
ン
マ
イ
と
い
え
ば
、
観
光
地
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
か
、
こ
の
地
に
数
名
の
日
本
人
か
日
本
語
の
教
師

と
し
て
、
あ
る
い
は
農
業
開
発
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
‘

願
病
院
の
患
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
体
育
の
指

導
、
生
花
の
先
生
と
し
て
活
躍
し
て
い
て

r

チ
ェ
ン
マ

イ
の
市
民
か
ら
好
意
と
信
頼
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
、

あ
ま
り
報
道
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
小
さ
な
日
本
人
の
コ
ミ
ュ
ー
ニ
テ
ィ
ー
の
中
心

号9
と
な
っ
て
働
い
て
い
る
の
は
‘
望
月
賢
一
郎
と
い
う
パ

。
~
 

第
イ
ア
ソ
プ
・
カ
レ
ッ
シ
（
タ
イ
の
数
少
い
私
立
大
学
の

―
つ
）
の
宗
教
及
び
哲
学
の
教
授
で
あ
る
。
同
氏
は
す

一
で
に
八
、
九
年
チ
ェ
ン
マ
イ
に
滞
在
し
て
い
て
、
タ
イ

文 化庁 月 報 (12) 

東
南
ア
ジ
ア
と
の
文
化
交
流
を
め
ぐ
っ
て

ー
ー
チ
ェ
ン
マ
イ
で
行
っ
た
二
つ
の
話

こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
習
い
た
て
の
タ
イ
語
で

ボ
ー
ム
・
プ
ー
ト
・
パ
サ
ー
・
タ
ィ
・
ス
コ
シ

「
私
は
タ
イ
語
は
少
し
し
か
で
き
な
い
」

と
や
っ
た
。
「
ス
コ
シ
」
だ
け
は
日
本
語
で
あ
る
。
学
生

が
ど
っ
と
笑
う
。

「
町
杓
翫
万
．
加
比
九
菱
主
主
ぶ
？
。
」

と
や
る
と
又
、
笑
う
。

「
た
だ
私
が
日
本
語
で
や
る
と
、
こ
こ
に
い
る
方
の
半

分
位
し
か
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
も
し
タ
イ

語
で
や
っ
た
ら
、
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
」

と
い
う
と
、
全
員
こ
ろ
か
っ
て
笑
っ
て
、
中
に
は
「
ロ

チ

ャ

イ

カ

ウ

チ

ャ

イ

か
る
、
わ
か
る
」
と
叫
ぶ
の
が
い
る
。

「
だ
か
ら
、
仕
方
か
な
い
の
で
、
英
語
で
や
り
ま
す
」

と
い
う
切
り
出
し
で
、
次
の
様
な
話
を
し
た
。

「
数
年
前
に
米
国
の
前
大
統
領
の
ニ
ク
ソ
ン
氏
が
中
国

を
訪
問
し
た
直
後
、
日
本
で
は
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
ギ
ャ
ソ
プ
と
い
う
こ
と
が
、
さ
か
ん
に
い
わ
れ
、

コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
研
究
や
セ
ミ
ナ
ー

が
開
催
さ
れ
た
。
あ
る
日
、
私
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
呼

ば
れ
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
沢
山
、
そ
の
道
の
専
門
家
、
学
者
、
翻
訳

家
な
ど
の
意
見
か
出
た
あ
と
で
、
私
の
番
に
な
っ
た
。

少
し
皮
肉
な
気
持
に
な
っ
た
私
は
、
『
一
体
、
コ
ミ
ュ
ー

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
手
段
で
あ
っ
て
、
目
的
で

は
な
い
。
ど
う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
か
が
重
要

な
の
だ
。
宣
戦
布
告
だ
っ
て
一
種
の
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
ー

木

一

郎

（
国
際
交
流
基
金
衰
料
部
長
）

（

二

）

語
は
お
ろ
か
チ
ェ
ン
マ
イ
の
方
言
ま
で
話
し
、
時
々
山

嶽
民
族
の
村
落
に
出
か
け
て
お
ら
れ
る
。
あ
る
日
、
チ

ェ
ン
マ
イ
の
大
き
な
病
院
の
院
長
の
お
宅
て
昼
食
に
招

か
れ
た
。
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
院
長
夫
妻
は

r

食
事
の
前
に
感
謝
の
祈
り
を
望
月
氏
に
依
頼
し
た
の
で

あ
る
。
鷲
い
た
こ
と
に
、
望
月
氏
（
牧
師
で
も
あ
る
）

は
「
は
い
」
と
い
っ
た
か
と
思
う
と
、
タ
イ
語
で
祈
疇

を
や
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
望
月
氏
か
中
心
と
な
っ
て
チ
ェ
ン
マ
イ
の

Y

M

C
A
で
日
本
語
と
生
花
の
教
室
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
大

変
な
人
気
で
、
と
う
と
う
y
M
C
A
は
大
き
な
ビ
ル
を

た
て
て
、
冗
叫
教
呈
を
作
り
、
日
本
関
係
図
書
室
ま
で

設
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
。
』
と
い
っ
た
。

終
戦
後
し
ば
ら
く
た
っ
て
、
私
は
米
国
の
ボ
ス
ト
ン

に
留
学
し
た
が
、
あ
る
日
、
奨
学
金
を
節
約
す
る
目
的

で
、
同
じ
く
日
本
か
ら
来
た
友
人
と

l

緒
に
ア
パ
ー
ト

を
借
り
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
私
は
二
つ
の
条

件
を
持
出
し
た
。
第
一
は
、
友
人
か
料
埋
を
し
、
私
か

皿
を
洗
う
事
、

1

こ
れ
は
う
ま
く
い
っ
た
。
第
二
は
、

米
固
に
い
る
以
上
、
日
本
語
は
絶
対
に
し
ゃ
へ
ら
な
い

こ
と
。
英
語
だ
け
で
や
ろ
う
1

こ
れ
も
友
人
は
賛
成

し
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
共
同
生
活
を
は
じ
め
た
所
が
、

か
な
り
長
期
間
に
わ
た
っ
て
二
人
で
う
ま
く
生
活
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
我
々
と
同
様
に
、
共
同
生
活
を
や
っ
た
他

の
日
本
人
学
生
は
、
二

r

三
カ
月
で
又
別
れ
る
ケ
ー
ス

か
多
か
っ
た
。
ど
う
し
て
か
と
思
っ
て
し
ら
べ
て
み
た

ら
、
互
い
に
日
本
語
ば
か
り
で
話
を
し
て
い
た
。
だ
か

ち
ょ

r
と

ら
一
寸
不
愉
快
な
事
が
あ
る
と
、
す
ぐ
日
本
語
で
い
さ

か
い
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
互
い
に
同
じ
日
本
人
じ

ゃ
な
い
か
、
わ
か
っ
て
貰
え
る
筈
だ
と
い
う
甘
え
が
、

そ
う
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
私
共
の
場
合
、
英
語
し
か
し
ゃ
べ
ら
な
い

こ
と
に
し
て
あ
っ
た
。
随
分
勉
強
し
た
筈
で
は
あ
る
か
、

英
語
で
喧
嘩
を
す
る
こ
と
だ
け
は
、
や
っ
た
こ
と
が
な

い
。
怒
っ
て
も
、
ど
う
英
語
で
怒
鳴
っ
て
い
い
か
わ
か

ら
な
い
。
だ
か
ら
腹
が
立
つ
と
二
人
と
も
、
二
、
三
日

口
を
き
か
な
い
。
そ
の
内
に
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

三
年
前
、
こ
の
日
本
語
学
校
の
卒
業
式
か
あ
る
の
で
、

来
て
く
れ
と
い
わ
れ
た
。
当
時
バ
ン
コ
ゾ
ク
の
国
際
交

流
基
金
事
務
所
長
を
し
て
い
た
私
は
‘
喜
ん
で
お
引
き

受
け
し
て
出
か
け
て
み
る
と

r

卒
業
証
書
を
渡
す
ば
か

り
で
な
く
、
祝
辞
を
の
べ
る
役
ま
で
お
お
せ
つ
か
っ
た
。

湯
所
は
リ
ン
カ
ム
・
ホ
テ
ル
と
い
う
一
流
の
ホ
テ
ル
の

講
堂
で
、
行
っ
て
み
る
と
生
花
が
沢
山
飾
っ
て
あ
っ
て

（
学
生
達
の
作
品
）
、
着
飾
っ
た
男
女
約
五
十
人
は
卒
業

生
で
あ
る
か
、
他
に
、
前
チ
ェ
ン
マ
イ
大
学
医
学
部
長

で
市
長
を
や
っ
た
と
い
う
お
じ
い
さ
ん
や
ら
、
学
生
の

父
兄
が
沢
山
来
て
い
た
。

雛
段
の
正
而
に
坐
ら
せ
ら
れ
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て

証
書
を
渡
す
式
が
は
じ
ま
る
。
呼
ば
れ
る
と
学
生
か
一

人
ひ
と
り
厳
粛
な
面
持
で
出
て
来
て
、
ま
ず
両
手
を
あ

わ
せ
て
私
に
敬
礼
を
す
る
。
男
は
手
を
あ
わ
す
だ
け
で

あ
る
か
、
女
子
は
手
を
あ
わ
せ
る
と
同
時
に
な
ま
め
か

し
く
腰
を
左
右
に
振
る
。
大
変
に
エ
レ
ガ
ン
ト
な
感
じ

で
あ
る
。
証
書
を
渡
す
と
、
左
手
を
右
手
の
ひ
じ
に
あ

て
て
、
右
手
だ
け
で
受
け
取
り
、
又
、
両
手
を
あ
わ
せ

て
、
私
を
お
が
む
。
こ
れ
を
五
十
人
位
や
っ
て
い
る
う

ち
に
、
こ
ち
ら
も
な
ん
だ
か
仏
様
に
な
っ
た
様
な
気
分

に
な
る
。

つ
い
で
私
が
何
か
い
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
培

任
三
ヵ
月
位
で
、
ま
だ
タ
イ
語
は
初
級
を
半
分
位
し
か

や
っ
て
い
な
い
か
ら
f
タ
イ
語
で
は
や
れ
な
い
。
来
賓

に
は
日
本
語
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
一
応
英
語
て
や
る

つ
ま
り
、
我
々
二
人
か
う
ま
く
い
っ
た
の
は
、
英
語

を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
人
を
罵
る
英
語
を
知

ら
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

今
、
皆
さ
ん
も
日
本
語
を
勉
強
さ
れ
た
わ
け
だ
か
、

と
う
か
、
そ
の
日
本
語
の
知
識
を
タ
イ
の
人
々
の
暖
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
日
本
の
国
民
に
伝
え
る
た
め
に
使
っ
て

い
た
だ
き
た
い
]

式
か
す
む
と
f
チ
ェ
ン
マ
イ
の
前
市
長
が
つ
か
つ
か

と
や
っ
て
来
て
、
「
こ
の
頃
は
不
景
気
な
話
は
か
り
き
か

さ
れ
て
い
た
か
、
今
日
、
あ
な
た
の
話
を
き
い
て
、
胸

か
す
っ
と
し
た
。
有
罷
う
。
」
と
手
を
握
っ
て
く
れ
た
。

ジ
in
ン
・
ホ
プ
キ
ン
ス
で
医
学
博
士
号
を
と
っ
て
き
た

と
い
う
老
人
で
あ
っ
た
。

又
、
一
年
た
っ
て
チ
ェ
ン
マ
イ
で
国
際
親
善
の
集
い

を
や
る
か
ら
来
て
く
れ
と
い
う
連
絡
が
望
月
氏
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
の
で
、
伎
楽
面
、
舞
楽
面
、
能
面
な
ど
の
写

真
を
五
十
枚
程
も
っ
て
出
か
け
た
。
チ
ェ
ン
マ
イ
大
学

医
学
部
の
体
育
館
に
展
示
場
か
作
っ
て
あ
り
、
各
国
の

旗
が
飾
っ
て
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
を
み
る
と
み

ん
な
観
光
用
の
ポ
ス
タ
ー
や
民
芸
品
な
ど
が
少
し
は
か

り
な
ら
ん
で
い
る
。
そ
の
中
に
、
日
本
の
所
だ
け
は
、

五
十
枚
、
妙
な
マ
ス
ク
が
一
ば
い
に
な
ら
ん
で
い
て
、

観
客
を
脱
み
つ
け
て
い
る
。
だ
か
ら
押
す
な
押
す
な
の
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盛
況
で
あ
っ
た
。
あ
る
米
国
人
が
、
「
こ
れ
か
有
名
な
力

プ
キ
の
面
か
」
と
い
う
の
で
、
「
そ
ん
な
新
し
い
も
の
で

は
な
い
。
伎
楽
は
七
世
紀
、
舞
楽
は
八
世
紀
、
能
は
十

四
五
世
紀
の
も
の
だ
。
カ
ブ
キ
は
十
七
世
紀
以
後
の

も
の
で
、
マ
ス
ク
は
使
わ
な
い
の
だ
」
と
い
う
と
、
感

心
し
て
い
る
。
よ
く
考
え
た
ら
、
歌
舞
伎
の
は
じ
ま
っ

た
の
は
、
米
国
の
独
立
以
前
で
あ
る
か
ら
、
よ
く
も
こ

ん
な
に
古
い
も
の
が
残
っ
て
い
る
と
思
っ
た
ら
し
い
。

そ
こ
で
、
伎
楽
面
に
は
ペ
ル
シ
ャ
人
の
様
な
西
域
の
人

間
の
顔
か
あ
る
こ
と
、

そ
れ
が
、
舞
楽
を
経
て
能
而
に

な
る
に
し
た
か
っ
て
次
第
に
日
本
人
の
顔
に
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
、

五
十
枚
の
写
真
で
説
明
し
て
や
る
。

結
果
と
し
て
、
単
に
写
真
だ
け
で
は
あ
っ
た
が
、
あ

る
テ
ー
マ
に
し
は
っ
て
、
考
え
て
出
品
し
た
と
い
う
印

庁t
 ，

象
が
出
て
い
た
。
観
光
用
ポ
ス
タ
I
'

か
ら
は
、
こ
の
迫

、1

力
が
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
場
所
は
東
南
ア
ジ
ア
で

文

は
あ
る
が
、
本
格
的
な
美
術
品
は
、
た
と
え
写
真
て
あ

っ
て
直
こ
れ
程
の
強
力
な
刺
戟
を
タ
イ
人
ば
か
り
で

な
く
、
す
べ
て
の
訪
問
者
に
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

師
範
学
校
の
校
長
だ
と
い
う
タ
イ
人
の
老
婦
人
が
、

「
も
う
二
、
三
日
展
示
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。
学
生
を
つ

れ
て
見
に
く
る
か
ら
」
と
い
っ
た
が
、
企
画
は
一
日
だ

号，
け
だ
っ
た
の
で
、
は
ず
し
て
ベ
~
ン
コ
ソ
ク
に
も
っ
て
帰

。
ー
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
翌
日
、
本
当
に
バ
ス
ニ
台
で
学
生

第

た
ち
を
つ
れ
て
チ
ェ
ン
マ
イ
ま
で
見
に
来
た
そ
う
で
あ

る
。
と
り
は
ら
っ
て
あ
っ
た
の
で
、
か
っ
か
り
し
て
帰

そ
の
あ
と
で
、
望
月
氏
が
、
「
明
日
、
パ
イ
ア
ッ
プ
e

一
カ
レ
ソ
ジ
で
、
私
の
今
学
期
第
二
固
目
の
哲
学
の
講
義

が
あ
る
ん
だ
が
、
四
十
五
分
で
い
い
か
ら
、
学
生
に
話

号

，
 
。
ー
を
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
わ
れ
た
。
つ
い
引
き
受
け

第

て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
応
援
団
み
た
い
に
は
い
か
な

い
。
望
月
氏
は
、
私
が
か
つ
て
英
文
に
翻
訳
し
た
波
多

野
精
一
先
生
の
「
時
と
永
遠
」
（
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会

出
版
）
の
訳
文
を
読
ん
で
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
晩

ホ
テ
ル
で
考
え
た
す
え
、
「
認
識
論
」
を
四
十
五
分
で
や

る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
時
間
に
な
っ
て
大
学
に
行
っ
て
見
る
と
、
学
生

か
一
人
も
い
な
い
。
ど
う
し
た
の
か
と
思
っ
て
望
月
氏

に
訊
ね
る
と
、
「
こ
の
間
、
上
級
生
が
、
新
入
生
を
シ
ゴ

い
た
時
、
そ
の
シ
ゴ
キ
方
が
少
し
行
き
す
ぎ
で
あ
っ
た

た
め
に
、
新
入
生
が
怒
っ
て
、
今
、
大
学
側
と
団
交
を

や
っ
て
い
る
L

と
い
う
。
そ
れ
で
は
も
う
来
な
い
の
か

と
思
っ
て
二
十
分
位
待
っ
て
い
る
と
、
急
に
バ
ラ
バ
ラ

か
け
出
し
て
学
生
達
が
や
っ
て
来
て
、
た
ち
ま
ち
教
室

が
一
杯
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
で
き
る
だ
け
や
さ
し
い
英

語
で
は
じ
め
た
。

ま
ず
黒
板
に
T
O
K
N
O
W
と
か
い
て
、
「
知
る
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
学
生
に
き
い
て
み
る
。
勿
論
、

答
え
よ
う
が
な
い
の
で
、
学
生
は
黙
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
「
諸
君
は
、
望
月
先
生
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
き
く

よ
く
海
外
へ
の
文
化
紹
介
と
い
う
と
f
と
て
つ
も
な

く
金
の
か
か
る
企
画
ば
か
り
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
こ

の
様
な
テ
ー
マ
の
は
っ
き
り
し
た
写
真
展
な
ど
は
、
手

軽
に
で
き
る
上
に
、
か
な
り
啓
蒙
的
な
役
割
を
演
ず
る

こ
と
を
知
っ
た
。

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
か
あ
た
る
。
急

翌
日
は
同
じ
体
育
館
に
バ
ン
ド
の
席
を
設
け
て
、
三

千
人
位
の
人
を
集
め
て
、
国
際
親
善
の
集
い
が
開
か
れ

た
の
で
、
和
服
に
は
か
ま
を
つ
け
て
出
か
け
た
。
バ
ン

ド
が
音
楽
を
や
る
と
、
各
国
の
入
々
か
ダ
ン
ス
を
は
じ

め
た
。
一
曲
す
む
と
、
そ
の
間
に
各
国
が
出
し
物
を
出

す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

A
B
C
順
に
、
ア
メ
リ
カ
、

ビ
ル
マ
、
カ
ナ
ダ
と
や
っ
て
来
て
、
J
の
所
ま
で
来
る
。

望
月
さ
ん
た
ち
が
、
「
鈴
木
さ
ん
、
何
か
や
っ
て
く
れ
」

と
い
う
。
突
然
の
こ
と
で
、
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら

な
い
し
、
見
て
い
る
と
、
歌
っ
て
も
、
踊
っ
て
も
、
何

し
ろ
三
千
人
も
い
る
の
で
が
や
が
や
し
て
い
て
、
ち
っ

と
も
し
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
一
計
を
案
じ
て
、
日
本
の

夫
入
た
ち
か
ら
、
扇
子
を
二
本
借
り
て
、
ホ
ー
ル
の
真

中
に
出
て
い
っ
た
。

に
シ
ー
ン
と
し
た
。
何
し
ろ
タ
イ
の
テ
レ
ピ
で
は
よ
く

日
本
映
画
を
や
っ
て
い
て
｀
・
チ
ャ
ン
バ
ラ
の
場
面
な
ど

は
見
て
い
る
が
、
こ
こ
に
本
物
の
日
本
人
の
男
か
、
羽

織
は
か
ま
で
扇
子
を
も
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

開
ロ
一
番
、
「
こ
れ
か
ら
日
本
の
学
生
の
応
援
団
を
や

と
、
一
同
「
イ
エ
ー
ス
」
。
「
そ
ん
な
ら
望
月
先
生
に
つ
い

て
何
を
知
っ
て
い
る
か
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て

見
な
さ
い
」
と
い
う
と
、
一
人
が
、
H
E
I
S
 
F
A
T
.
と

い
う
。
黒
板
に

F
A
T
と
書
く
。
望
月
先
生
は
に
や
に

や
し
て
見
て
お
ら
れ
る
。
「
そ
の
他
に
か
」
と
き
く
と
、

H
E
 I
S
 
B
A
L
D
.
と
い
う
。
先
生
の
頭
は
う
す
い
が
、

は
げ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
又
、
黒
板
に

B
A
L
D

と
書
く
。
タ
イ
の
学
生
は
な
か
な
か
ひ
ょ
う
き
ん
で
あ

る
。
み
ん
な
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
っ
て
い
る
。
更
に
「
先
生
に

は
子
供
が
何
人
い
る
か
」
と
か
「
奥
さ
ん
は
何
人
か
」

と
か
次
々
き
く
と
何
と
か
答
え
て
い
る
が
、
次
第
に
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
「
心
臓
は
ど
っ
ち
側
に
つ
い
て

い
る
か
」
と
い
う
と
左
だ
と
答
え
る
。
だ
っ
て
何
千
人

に
一
人
位
右
に
あ
る
者
も
い
る
か
、
ど
う
し
て
左
だ
と

わ
か
る
と
い
う
と
、
答
え
な
い
。
又
‘
望
月
先
生
自
身

で
も
か
ら
だ
の
ど
こ
か
に
大
変
な
病
気
を
も
っ
て
お
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
に
、
御
本
人
す
ら
知
ら
な
い
で

い
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
こ
で
君
達
が

「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
望
月
先
生
は
、
目
や
耳
で
、
み

た
り
き
い
た
り
し
た
限
り
に
お
い
て
知
っ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
の
だ
、
と
い
っ
て
黒
板
に
「
経
験
し
た
限
り
に

お
い
て
」
と
書
く
。

そ
し
て
、
こ
の
「
知
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
」
と
い

う
問
を
な
げ
か
け
た
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
て
あ
り
、
知
識

の
限
界
を
知
り
、
「
物
そ
れ
自
体
は
不
可
知
だ
」
と
い
っ

た
の
が
、
カ
ン
ト
だ
と
い
っ
た
こ
と
を
一
寸
の
べ
て
お

っ
て
い
っ
た
と
主
催
者
側
か
ら
報
告
か
あ
っ
た

＊
 

＊
 

＊
 

＊
 

す
ず
き
。
い
ち
ろ
う

る
か
ら
全
員
協
力
し
て
く
れ
。
私
が
扇
子
を
一
つ
振
っ

ビ
ら
7
 

―
つ
手
を
叩
け
、
扇
子
を
振
り
つ
づ
け
た
ら
、

手
を
叩
き
つ
づ
け
て
く
れ
こ
と
い
っ
て
お
い
て
、
ま
す

練
習
を
す
る
。
扇
子
を
パ
ソ
と
振
る
と
三
干
人
か
、
一

つ
手
を
叩
く
。
パ
ラ
パ
ラ
や
る
と
、
拍
手
の
渦
巻
き
が

起
る
。
そ
こ
で
、
例
の
チ
ャ
ど
チ
ャ
ッ
、
チ
ャ
ッ
と

い
う
リ
ズ
ム
を
は
じ
め
て
、
速
く
し
た
り
遅
く
し
た
り

す
る
と
、
三
千
人
が
こ
れ
に
和
し
て
つ
い
て
来
た
。

大
き
な
拍
手
を
あ
と
に
し
て
、
又
、
テ
ー
ブ
ル
に
戻

っ
て
く
る
と
望
月
氏
が
「
し
ま
っ
た
」
と
い
う
。
i
ど

う
し
た
ん
で
す
」
と
き
く
と
、
「
あ
ん
ま
り
興
奮
し
た
ん

で
、
あ
ん
た
の
写
真
を
と
る
の
を
忘
れ
っ
ち
ま
っ
た
。
」

J
の
次
は

N
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
白
人
か
三

人
飛
出
し
て
来
た
。
殆
ど
裸
体
で

r

腰
に
木
の
葉
を
一

ば
い
つ
け
て
、
大
声
で
叫
び
な
が
ら
、
と
ん
だ
り
は
ね

た
り
、
大
さ
わ
ぎ
で
あ
る
。
私
の
和
服
姿
の
次
だ
っ
た

の
で
、
こ
れ
も
パ
ン
チ
が
き
い
て
い
た
。
こ
の
野
蛮
人

た
ち
は
、
実
は
世
界
銀
行
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
達
で
あ

っ
た
e

そ
れ
か
ら
後
は
、
出
し
物
に
対
す
る
観
客
の
態

度
が
一
変
し
て

r

親
善
の
集
り
ら
し
い
も
り
上
り
を
み

せ
た
。
（
た
だ
し
、
当
方
は
生
れ
て
こ
の
方
、
応
援
団
の

リ
ー
ダ
ー
な
ど
や
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
て
あ
る
。
）

出
演
料
は
零
で
あ
っ
た
が

r

結
構
、
国
際
親
善
の
効
果

を
あ
げ
た
よ
う
に
思
う
。

い
て
、
「
私
自
身
も
、
新
聞
や
本
で
、
タ
イ
の
事
は
か
な

り
詳
し
く
よ
み
、
タ
イ
を
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
や
っ

て
来
た
の
た
が
、
こ
う
し
て
チ
ェ
ン
マ
イ
に
来
て
見
る

と
、
君
達
の
様
な
陽
気
な
学
生
か
い
た
り
、
タ
イ
の
人

入
か
冗
談
が
好
き
な
人
種
だ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ち

っ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
君
達
も
新
聞

や
本
や
テ
レ
ビ
で
、
日
本
を
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い

る
か
も
知
れ
な
い
か
、
日
本
と
は
ど
う
い
う
国
か
と
い

わ
れ
る
と
、
私
自
身
に
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
哲

学
と
い
う
学
問
は
、
他
の
学
問
と
ち
が
っ
て
、
知
識
の

限
界
と
い
う
も
の
を
教
え
る
学
問
な
の
だ
」
と
い
っ
て

話
を
す
ま
せ
、
時
間
か
遅
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
‘
望

月
先
生
の
車
に
と
ぴ
の
り
、
飛
行
場
に
か
け
つ
け
、
や

っ
と
出
発
時
間
に
間
に
合
い
、
バ
ン
コ
ッ
ク
に
帰
っ
て

来
た
。帰

国
し
て
す
で
に
一
年
以
上
た
つ
け
れ
ど
も
、
あ
の

チ
ェ
ン
マ
イ
の
学
生
た
ち
の
す
き
透
る
様
な
ま
な
ざ
し

と
、
笑
い
こ
け
る
姿
は
、
い
ま
だ
に
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
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0
初
の
高
校
文
化
祭
か
千
薬
県
て
開
か
れ
、
県

教
育
委
員
会
を
始
め
｀
出
演
の
高
校
な
ど
の
協

力
に
よ
り
大
成
功
を
収
め
た
。
こ
の
経
験
か
生

か
さ
れ
来
年
以
降
増
．
々
発
展
し
、
さ
ら
に
は
将

来
、
国
民
的
な
行
事
へ
成
長
す
る
こ
と
か
期
待

さ
れ
る
。
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