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私
は
暇
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
か
、
昨
年

に
続
き
二
回
目
の
登
場
で
あ
る
。
書
い
て
も

お
金
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
書
く
と
い

う
行
為
に
は
時
間
と
手
間
が
相
当
か
か
り
、

本
来
す
べ
き
こ
と
の
時
間
が
割
か
れ
て
し
ま

う
。
正
直
、
キ
ツ
イ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

に
書
く
と
、
き
っ
と
最
近
の
拝
金
主
義
に
侵

さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
を
い
た
だ
く
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
少
し
拝
金
主
義
と
い
う
こ
と
ば

を
考
え
て
み
た
い

（
１
）

。
こ
の
こ
と
ば
は
、
ホ
リ

エ
モ
ン
や
村
上
フ
ァ
ン
ド
の
検
挙
、
中
国
か

ら
の
輸
入
品
の
安
全
性
の
問
題
な
ど
の
例
と

セ
ッ
ト
で
よ
く
耳
に
す
る
。
だ
い
た
い
倫
理

観
の
欠
如
と
い
う
内
容
と
一
緒
に
現
れ
て
く

る
。
こ
の
よ
う
な
話
の
流
れ
で
は
、
拝
金
主

義
は
倫
理
観
の
欠
如
に
結
び
つ
く
よ
う
だ
。

ま
ぁ
、
倫
理
観
が
欠
如
し
て
い
る
の
か
ど
う

か
は
さ
て
お
き
、
拝
金
主
義
と
は
、
お
金
を

最
も
価
値
の
あ
る
も
の
と
捉
え
る
の
だ
か

ら
、
お
金
が
倫
理
に
優
先
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
大
学
改
革

も
お
金
と
結
び
つ
か
な
い
も
の
は
い
ら
な
い

と
い
う
方
向
で
進
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
す

る
。
そ
し
て
、
お
金
に
な
り
そ
う
も
な
い
学

科
に
は
親
も
こ
ど
も
を
入
れ
た
が
ら
な
い
。

国
も
親
も
稼
げ
！
稼
げ
！
と
大
合
唱
。
国
と

親
と
は
、相
似
形
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
当
は
み
ん
な
「
太
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
に

な
り
た
い
の
で
あ
る
。

　

日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
は
不
思
議
と

「
お
金
持
ち

≒

悪
人
」「
口
が
う
ま
い

≒

不
誠

実
」
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
内
包
し
て
い
る

傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
大
学
内
で
は
Ｆ
Ｄ

（
２
）

と
称
し
て
、
口
が
う
ま
く
な
っ
て
上
手
に
講

義
を
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

ち
な
み
に
、
昨
年(

二
〇
〇
六
年)

の
九
月

に
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
が
行
っ
た
「
全
国
の

大
学
１
年
生
・
大
学
教
職
員　

意
識
調
査
」

で
は
、
大
学
一
年
生
の
大
学
で
の
不
満
の
一

位
が
「
講
義
」
で
、
理
想
の
大
学
教
授
と
し

て
選
ば
れ
た
の
は
、
一
位
が
北
野
武
、
二
位

が
太
田
光
（
爆
笑
問
題
）、
三
位
が
三
谷
幸

喜
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。
別
に
、
大
学
教
員
は

芸
人
じ
ゃ
な
い
。
ま
ぁ
、
大
学
で
は
、
お
金

を
稼
ぎ
、
口
が
う
ま
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
、
大
学

は
象
牙
の
塔
か
ら
悪
人
・
不
誠
実
者
の
巣
窟

へ
と
変
身
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
証
拠
に
、
あ
る
福
祉
関
係
の
先
生

に
会
う
機
会
が
あ
っ
て
、
そ
の
先
生
の
話
に

よ
る
と
、
そ
の
先
生
は
あ
る
会
で
、
短
大
で

は
文
学
科
の
よ
う
な
役
に
立
た
な
い
も
の

（
３
）

は

や
め
て
、
経
営
学
科
を
作
れ
ば
い
い
と
主
張

し
た
の
だ
そ
う
だ
。
さ
す
が
福
祉
の
先
生
！

そ
の
先
生
は
き
っ
と
姨う

ば
す
て
や
ま

捨
山
が
一
番
の
福
祉

だ
と
思
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
い

え
ば
、
福
祉
の
分
野
は
、
介
護
保
険
制
度
が

始
ま
っ
た
こ
ろ
就
職
に
有
利
な
資
格
が
取
れ

る
と
し
て
、
高
校
生
か
ら
人
気
を
得
た
分
野

で
あ
っ
た
。

　

で
も
本
当
は
、
世
間
全
体
が
拝
金
主
義
に

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
罪
悪
感
を

持
っ
て
い
て
、
そ
の
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
探
し

に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が

…
…
。

　

し
か
し
、
こ
ん
な
感
じ
で
見
て
く
る
と
、

ど
う
も
倫
理
観
は
お
金
を
生
み
出
さ
な
い
よ

う
だ
。
困
っ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
く
考
え
て

み
る
と
、
確
か
に
先
進
国
と
言
っ
て
富
を
得

て
栄
え
て
い
る
国
は
植
民
地
主
義
の
中
、
他

の
国
や
民
族
を
抑
圧
し
て
来
た
。
自
文
化
を

他
文
化
に
強
要
し
、
排
除
し
て
き
た
。「
倫

理
観
」
を
持
っ
て
い
た
ら
、
そ
ん
な
ヒ
ド
イ

こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、再
度「
し
か
し
」で
あ
る
。「
文
化
」

金
と
文
化
と
資
格
と
文
学

…
…
や
っ
ぱ
り
愚
痴

高 

橋　

純

　

で
は
、
拝
金
主
義
の
反
対
は
何
で
あ
ろ
う

か
？　

イ
メ
ー
ジ
的
に
は
、「
清
貧
」
と
い
っ

た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
衣
食
足
り

て
礼
節
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
。

あ
ま
り
に
貧
し
す
ぎ
る
と
、
人
間
や
は
り
卑

屈
に
な
る
。
世
の
中
か
ら
大
切
に
さ
れ
て
い

な
い
存
在
価
値
の
な
い
者
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
と
、
自
暴
自
棄
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

「
太
っ
た
豚
に
な
る
よ
り
、
痩
せ
た
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
な
れ
」
そ
ん
な
こ
と
ば
も
あ
る
が
、
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文
化
と
い
う
の
は
、
非
常
に
透
明
で
我
々

の
身
に
染
み
つ
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
文
化
に
従
っ
て
暮

ら
し
て
い
る
も
の
だ
。
例
え
ば
、
電
話
で
あ

い
さ
つ
を
し
た
り
、
お
礼
を
言
っ
た
り
す
る

際
に
、
相
手
に
は
見
え
も
し
な
い
の
に
、
つ

い
つ
い
一
生
懸
命
お
じ
ぎ
を
し
て
し
ま
う
。

日
本
人
の
悲
し
い
性さ

が

か
な
！
と
い
う
感
じ
だ

ろ
う
。

　
「
悪
魔
の
言
語
」
と
い
う
こ
と
ば
を
ご
存

じ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
十
七
世
紀
、
日

本
に
布
教
に
来
た
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
が

日
本
語
に
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
語

　

我
々
の
共
通
認
識
と
し
て
、「
人
を
殺
し

て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ

は
自
分
が
生
き
延
び
る
上
で
非
常
に
重
要
な

こ
と
だ
。
道
徳
的
・
宗
教
的
な
こ
と
は
さ
て

は
自
文
化
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
っ
て
い
る

と
き
に
は
、
残
念
な
が
ら
他
文
化
は
し
ば
し

ば
悪
に
な
る
。
自
文
化
の
中
に
だ
け
に
閉
じ

こ
も
っ
て
し
ま
う
と
異
文
化
と
は
共
存
が
で

き
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
食
事
の
際
に

立
て
膝
は
い
け
な
い
し
、
お
椀
を
お
い
た
ま

ま
食
べ
る
の
は
行
儀
の
悪
い
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
韓
国
で
は
、
問
題
な
い
。

と
い
う
か
、
日
本
式
に
す
る
と
、
韓
国
で
は

逆
に
行
儀
が
悪
か
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
日

本
で
は
麺
類
を
す
す
る
と
き
に
音
を
立
て
る

の
が
普
通
で
、
い
い
音
を
立
て
る
と
、
美
味

し
そ
う
に
食
べ
る
ね
、
な
ど
と
褒
め
て
も
ら

え
る
が
、
欧
米
で
は
非
常
に
行
儀
の
悪
い
こ

と
に
な
る
。

は
言
及
し
な
い
。

　

ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』

の
中
に
「
世
の
中
の
い
ざ
こ
ざ
の
因も

と

に
な
る

の
は
、
奸か

ん
さ
く策

や
悪
意
よ
り
も
、
む
し
ろ
誤
解

や
怠
慢
だ
ね
。
す
く
な
く
と
も
、
前
の
二
つ

の
方
が
ま
れ
な
こ
と
は
た
し
か
だ
。」（
竹
山

道
雄
訳
）
と
い
う
行

く
だ
り

が
あ
る
。

　

そ
う
な
の
で
あ
る
。
大
方
の
い
ざ
こ
ざ
は

そ
の
原
因
を
き
ち
ん
と
見
も
せ
ず
、
考
え
も

せ
ず
、
自
分
本
位
に
物
事
を
考
え
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
だ
か
ら
、
文
化
を
研
究
す
る
よ

う
な
学
問
は
、
お
互
い
を
知
る
た
め
の
糧
と

な
り
、
世
界
平
和
に
貢
献
す
る
学
問
な
の
で

あ
る
。
最
近
、
人
文
系
（
い
わ
ゆ
る
社
会
科

学
を
除
く
）
の
学
部
が
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ

て
い
く
の
と
、
軍
拡
・
核
配
備
が
声
高
に
叫

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
直
接
の
関
係

を
明
確
に
説
明
で
き
な
く
と
も
、
相
関
関
係

は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
昨
今
、
デ
ー
タ

マ
イ
ニ
ン
グ

（
４
）

な
ど
と
い
う
の
が
流
行
っ
て
お

り
、
紙
お
む
つ
を
買
う
人
は
ビ
ー
ル
を
一
緒

に
買
う
可
能
性
が
高
い
の
だ
そ
う
だ
が
、
そ

れ
以
上
に
人
文
系
学
部
減
少
と
軍
拡
機
運
の

相
関
性
は
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

お
き
、
人
を
殺
し
て
い
い
の
な
ら
ば
、
自
分

も
い
つ
人
か
ら
殺
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

自
分
を
守
る
た
め
に
も
や
は
り
他
人
を
殺
し

て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
、
単
に
自
分
本
位

に
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
な
ら
、結
局
、

法
に
触
れ
な
い
の
な
ら
他
人
の
不
利
益
な
ど

構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
余
談
に
な
る
が
、「
明
日
、
地
球
が

滅
び
る
と
し
た
ら
、
何
を
す
る
」
と
い
う
質

問
が
あ
る
が
、
そ
の
答
え
に
「
大
切
な
人
と

過
ご
す
」
と
か
「
死
ぬ
ほ
ど
好
き
な
も
の
を

食
べ
る
」
と
か
「
嫌
い
な
奴
を
殺
す
」
と
か

い
う
け
れ
ど
、
そ
ん
な
に
み
ん
な
が
好
き
勝

手
な
こ
と
ば
か
り
し
た
ら
、
地
球
が
滅
び
る

日
が
一
日
早
ま
る
だ
け
で
し
ょ
う
。だ
っ
て
、

み
ん
な
が
自
分
だ
け
の
た
め
に
動
い
た
ら
、

誰
が
電
気
を
作
る
の
？
交
通
は
止
ま
る
よ
。

そ
れ
に
貨
幣
経
済
な
ん
て
成
り
立
つ
わ
け
な

い
も
ん
ね
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
自
分
本
位
は

恐
ろ
し
い
。

　

本
当
に
平
和
に
暮
ら
す
た
め
に
は
、
他
人

を
尊
重
す
る
と
い
う
気
持
ち
が
大
切
に
な

る
。他
人
を
尊
重
す
る
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
、

「（
他
）人
は
殺
せ
な
い
」と
な
っ
た
方
が
き
っ

と
暮
ら
し
や
す
い
社
会
に
な
る
は
ず
だ
。

　

先
に
も
触
れ
た
が
、
役
に
立
つ
立
た
な
い

で
、
金
に
な
る
な
ら
な
い
で
、
判
断
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
私
な
ど
は
、大
学
の
文
学
部
を
卒
業
し
、

大
学
の
文
学
系
の
学
科
に
就
職
し
て
い
る
、

金
に
な
ら
な
い
典
型
的
な
役
立
た
ず
な
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
知
識
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

　

し
か
し
、「
自
分
」
に
と
っ
て
合
理
的
で

良
か
っ
た
も
の
で
も
、「
他
人
」
に
と
っ
て

は
不
合
理
に
感
じ
ら
れ
迷
惑
な
こ
と
も
あ

る
。
こ
ん
な
と
き
「
良
い
か
ら
！
」
と
言
っ

て
押
し
つ
け
て
し
ま
っ
て
は
、
植
民
地
主
義

や
大
東
亜
戦
争
を
招
き
か
ね
な
い
。
冬
場
、

水
の
中
に
い
る
水
鳥
を
見
て
、「
ま
ぁ
寒
そ

う
、
暖
か
な
所
に
移
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
暖
炉
の
前
に
持
っ
て
行
っ
た
ら
、

焼
き
鳥
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
ん
て
話
は
、

シ
ャ
レ
に
も
な
ら
な
い
。
水
鳥
に
は
水
鳥
に

適
し
た
環
境
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
文
化
は
、
多
様
で
決
し
て
一

つ
の
文
化
だ
け
が
正
し
い
と
か
、
合
理
的
だ

と
か
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。た
だ「
不

倫
」
は
文
化
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
漢
字
か
な
交
じ
り
、一
つ
の
漢
字
を
音
読
・

訓
読
す
る
な
ど
、
表
記
法
の
複
雑
さ
に
、
こ

れ
は
布
教
を
邪
魔
す
る
た
め
に
悪
魔
が
作
り

上
げ
た
も
の
だ
と
言
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
何

と
も
自
分
勝
手
な
解
釈
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
欧
米
で
は
、「
自
分
が
よ
か

れ
と
思
っ
た
こ
と
は
、
他
人
に
も
し
て
あ
げ

な
さ
い
」
と
い
う
思
想
だ
そ
う
だ
が
、
日
本

で
は
「
自
分
が
嫌
な
こ
と
は
他
人
に
し
て
は

い
け
な
い
」
と
言
う
。
欧
米
風
の
考
え
か
ら

す
れ
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
が
盛
ん
に

な
っ
て
う
ま
く
機
能
す
る
理
由
が
わ
か
る
。



56

で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
何
の
関
係
の
な
い
よ

う
に
思
え
る
こ
と
が
、
以
後
の
発
展
に
思
わ

ぬ
寄
与
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
人
間
は
、
神

と
し
て
君
臨
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
未
熟

に
過
ぎ
る
。
本
当
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
の
方

が
多
い
と
い
う
事
実
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
か

ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
に

科
学
が
発
展
し
よ
う
と
、
我
々
の
前
途
に
は

未
知
の
部
分
が
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
。

　

だ
か
ら
、
目
先
の
都
合
で
、
学
問
の
分
野

を
限
定
し
て
し
ま
う
の
は
、
あ
ま
り
い
い
こ

と
だ
と
は
思
わ
な
い
。
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
へ
と
、
現
在
の
よ
う
に
複
雑
な
社
会
だ
か

ら
こ
そ
、
広
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
。

　

口
う
る
さ
い
か
ら
、
気
に
く
わ
な
い
か

ら
、
と
い
っ
た
理
由
で
殺
人
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
目
先
の
問
題
の
解
決
だ
け
に

囚
わ
れ
た
結
果
だ
ろ
う
。

し
た
。
そ
の
中
に
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
国
家

の
品
格
』（
新
潮
新
書
）
と
マ
ス
コ
ミ
で
も

お
な
じ
み
榊
原
英
資
氏
の
『
幼
児
化
す
る
日

本
社
会―

―

拝
金
主
義
と
反
知
性
主
義
』（
東

洋
経
済
）
が
あ
り
、そ
の
両
氏
は
そ
ろ
っ
て
、

旧
制
一
高
の
寮
歌
の
「
栄
華
の
巷
、
低
く
見

て
」
と
い
う
行
を
引
用
し
て
い
た
。
や
っ
ぱ

り
、
エ
リ
ー
ト
っ
て
違
う
ん
で
す
ね
。

　
（
３
）
人
に
と
っ
て
、
あ
る
も
の
が
役
に

立
つ
か
立
た
な
い
か
は
、
そ
の
人
が
一
生
を

終
え
る
ま
で
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
優
れ
た
人
で
も
、
未
来
を
す
っ
か

り
見
通
す
先
見
の
明
を
持
っ
て
い
る
と
は
思

え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
っ
た
が
、
辰
巳
渚
著
『「
捨
て
る
！
」

技
術
』（
宝
島
新
書
）
に
よ
れ
ば
、「〝
と
り

あ
え
ず
と
っ
て
お
く
〟
は
禁
句
」
だ
そ
う
だ
。

　
（
４
）
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
と
い
う
用

語
を
知
ら
な
い
方
の
た
め
に
、『im

idas 
2007

』
か
ら
そ
の
意
味
を
引
用
し
て
お
く
。

「
マ
イ
ニ
ン
グ
と
は
発
掘
と
い
う
意
味
で
、

大
き
な
鉱
山
か
ら
貴
重
な
鉱
石
だ
け
を
発
掘

す
る
よ
う
に
、
大
規
模
知
識
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

か
ら
貴
重
な
情
報
だ
け
を
計
算
機
で
自
動
的

に
発
掘
す
る
こ
と
を
デ
ー
タ
・
マ
イ
ニ
ン
グ

と
い
う
。
大
量
に
デ
ー
タ
を
入
れ
て
お
く
だ

け
で
、
人
間
に
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
規

則
性
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
発
見
し
て
く
る
。

ア
メ
リ
カ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
週
末
に
男
の

人
が
紙
お
む
つ
と
ビ
ー
ル
を
買
う
と
い
う
規

則
を
発
見
し
た
の
が
有
名
。」（「
デ
ー
タ
・

マ
イ
ニ
ン
グ
」
の
項
よ
り
）
そ
し
て
、
デ
ー

そ
の
場
そ
の
場
で
適
当
に
短
い
ト
ピ
ッ
ク
を

つ
な
げ
た
だ
け
な
の
で
、
そ
の
場
そ
の
場
で

と
り
あ
え
ず
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
逆
に
言
う

と
全
体
と
し
て
は
、
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
。

　

だ
か
ら
、
本
文
全
体
を
ま
と
め
る
ま
と
め

は
な
い
、
と
い
う
の
が
本
当
だ
。
し
か
し
、

強
い
て
こ
の
文
の
主
旨
は
何
だ
っ
た
か
と
聞

か
れ
れ
ば
、
私
の
愚
痴
で
あ
る
。
長
い
ペ
ー

ジ
に
渡
っ
て
、
私
の
愚
痴
に
つ
き
あ
っ
て
く

だ
さ
っ
た
方
に
は
本
当
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

　
（
１
）
こ
の
文
章
は
、
一
つ
の
こ
と
に
言

及
し
筋
道
を
立
て
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
場
そ
の
場
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に

関
連
し
て
、
話
題
が
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
変
わ
る

ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
型
（
？
）
で
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
的
で
あ
る
…
…
か
な
？

　

そ
こ
で
、
文
章
も
ブ
ロ
グ
風
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
、書
け
と
は
言
わ
れ
た
が
、

何
に
つ
い
て
書
け
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
。

と
に
か
く
「
文
化
」
に
つ
い
て
な
ら
ば
、
何

で
も
い
い
の
だ
そ
う
だ
。
と
い
う
こ
と
で
、

今
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ブ
ロ
グ
も

し
っ
か
り
と
日
本
社
会
の
中
に
根
ざ
し
て
、

文
化
の
一
つ
と
し
て
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
文
章
自
体
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
っ
ぽ
く
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
型

で
、文
体
を
ブ
ロ
グ
風
に
し
て
、文
化
を
語
っ

て
み
る
と
い
う
の
も
、
な
か
な
か
オ
シ
ャ
レ

（
笑
）
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
２
）
Ｆ
Ｄ
と
は
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
・
デ
ィ

ス
ク
で
は
な
く
、Faculty D

evelopm
ent

の
略
で
「
大
学
教
員
の
資
質
・
教
授
能
力
の

向
上
」（『im

idas 2007

』(

集
英
社)

「
大

学
改
革
」
の
項
よ
り
）
を
意
味
す
る
。
確
か

に
、
自
分
が
高
校
生
だ
っ
た
と
き
、
若
者
文

化
の
象
徴
だ
っ
た
深
夜
放
送
の
「
オ
ー
ル
ナ

イ
ト
・
ニ
ッ
ポ
ン
」
な
ど
で
は
、
大
学
の
試

験
の
答
案
に
カ
レ
ー
の
作
り
方
を
書
い
た
が

単
位
が
も
ら
え
た
と
か
、
あ
る
教
授
は
、
テ

ス
ト
用
紙
を
ば
ら
ま
い
て
、
遠
く
へ
飛
ん
だ

順
で
成
績
を
つ
け
る
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
な
話

が
、
ラ
ジ
オ
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
。
卒
業
よ

り
も
入
学
の
方
に
重
き
が
お
か
れ
た
日
本
の

大
学
受
験
文
化
で
は
、
そ
れ
で
良
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
日
本
の
文
科
省
も
小
手
先
の
大
学

改
革
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
際
、
全
入
時
代

に
合
わ
せ
て
、
入
試
を
簡
略
化
し
て
、
卒
業

を
厳
格
に
す
る
よ
う
に
し
て
し
ま
え
ば
い
い

の
に
と
思
う
の
だ
が
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

　

で
も
こ
れ
に
反
対
す
る
の
は
、
も
し
か
し

た
ら
あ
る
学
閥
の
人
た
ち
な
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
の
学
閥
の
人
た
ち
っ
て
、
き
っ
と
自

分
た
ち
は
そ
の
入
学
試
験
に
受
か
っ
て
大
学

を
卒
業
し
た
と
い
う
こ
と
が
誇
り
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
も
の
。
誰
に
で
も
入
ら
れ
て

は
、
た
ま
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
の
か
も
。
ち

な
み
に
、
私
も
い
い
加
減
な
こ
と
を
書
い
て

お
り
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
文
章
を
書

く
に
あ
た
っ
て
数
冊
ほ
ど
本
を
読
ん
で
み
ま

　

若
者
は
、
与
え
れ
ば
ど
ん
ど
ん
吸
収
し
て

成
長
し
て
い
く
。
資
格
だ
、
役
に
立
つ
の
立

た
な
い
の
な
ど
と
い
う
狭
い
了
見
に
縛
る
こ

と
な
く
、
若
者
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
べ

る
社
会
に
な
っ
て
欲
し
い
。
本
来
は
個
性
を

伸
ば
す
教
育
を
目
指
し
て
い
た
は
ず
な
の

に
、
不
思
議
な
こ
と
だ
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
ど
ん
な

ま
と
め
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
が
、



タ
マ
イ
ニ
ン
グ
の
中
に
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン

グ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン

グ
は
、主
に
数
値
デ
ー
タ
か
ら
有
益
な
知
識
・

情
報
デ
ー
タ
を
取
り
出
そ
う
と
い
う
の
に
対

し
て
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
と
は
、
扱
う

デ
ー
タ
が
数
値
デ
ー
タ
で
な
く
、「
生
の
文

章
（
テ
キ
ス
ト
）」
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
先
に
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
げ
た

ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
で
は
、
大
学
運
営
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
の
自
由
回

答
を
集
計
す
る
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
の
ソ

フ
ト
を
売
り
出
し
て
い
る
の
だ
。
な
る
ほ

ど
、
な
ぜ
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
が
先
の
よ
う

な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
の
か
が
納
得
で
き

た
。
そ
し
て
、
実
は
、
あ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に

は「
大
学
生
活
の
中
で
一
番
楽
し
い
こ
と
は
」

と
い
う
項
目
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
回
答

で
一
位
は
「
友
人
と
遊
ぶ
」、二
位
は
「
サ
ー

ク
ル
活
動
」、
三
位
は
「
趣
味
を
楽
し
む
」、

四
位
は
「
講
義
を
受
け
て
勉
強
す
る
こ
と
」、

五
位
が
「
彼
氏
・
彼
女
と
遊
ぶ
」
な
の
だ
そ

う
だ
。
四
位
を
除
い
て
、
本
来
大
学
と
は

関
係
の
な
い
回
答
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
項
目
は
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
の

ペ
ー
ジ(http://w

w
w

.justsystem
.co.jp/

new
s/2006l/new

s/j10181.htm
l)

で
は

な
く
な
っ
て
い
た
。（
も
し
あ
っ
た
の
だ
と

し
て
も
、
私
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。）

大
学
で
の
不
満
は
「
講
義
」
と
い
う
結
果

を
煽
り
立
て
て
、
ソ
フ
ト
を
売
り
た
か
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
上
記

の
結
果
は
、「ITm

edia N
ew

s

」
と
い
う
サ

イ
ト(http://w

w
w

.itm
edia.co.jp/new

s/
articles/0610/18/new

s119.htm
l)

か

ら
引
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
大
学
で
の
授
業
は
単
位
制
と

な
っ
て
お
り
、
規
定
単
位
数
を
取
得
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
卒
業
と
な
る
。
そ
し
て
、
授
業

に
与
え
ら
れ
る
単
位
数
は
、
難
し
い
こ
と
は

抜
き
に
し
て
、
ざ
っ
く
り
言
う
と
、
四
十
五

時
間
で
一
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
一
単
位
に
は
、
予
習
・
復
習
・
課
題
を

す
る
時
間
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
、
大
学

の
授
業
そ
の
も
の
が
予
習
・
復
習
を
前
提
と

し
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
の
準
備
も
な

く
講
義
を
聴
い
て
い
る
だ
け
で
、
わ
か
る
わ

け
も
な
く
、わ
か
ら
な
け
れ
ば
、そ
り
ゃ
、「
つ

ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ

う
よ
。
我
々
が
学
生
の
頃
（
ま
さ
に
バ
ブ
ル

期
で
あ
っ
た
）
は
、「
勉
強
し
な
い
大
学
生
」

と
散
々
叩
か
れ
て
、今
度
、大
学
教
員
に
な
っ

た
ら
「
学
生
が
勉
強
し
な
い
の
は
大
学
の
所

為
」
と
言
わ
れ
る
の
で
、
何
と
も
寂
し
い
気

持
ち
で
あ
る
。

（
た
か
は
し
・
じ
ゅ
ん
／
言
語
学
）

安達由加利（あだち・ゆかり／文化資源学系 1年）



☆遊覧船☆

　それから、堀川遊覧船を見つけました

ビリー： あれ、何 ?What’s that?

学生：あれは堀川遊覧船というんだよ。堀川を通って

松江城のまわりをぐるっとまわるんだ。It’s called 

Horikawa Yuransen. It’s a boat tour, which goes 

around Matsue Castle, along the Horikawa River 

moat.

ビリー：楽しそうだね !! どんなところを通るの ? How 

exciting!  What can we see from the boat? 

学生：うーん。小泉八雲記念館や旧居とか武家屋敷と

か。歴史ある風景をみることができるよ。 

　Well, the Lafcadio Hearn Memorial Museum, 

Lafcadio Hearn’s house, and also a Samurai house.  

You can see an old view.

ビリー：What old view?  古くなった風景なの ?

学生： No, no, no! 歴史ある風景だ。

ビリー：Oh, you mean, a historical view?!  Or, a view 

of how Matsue used to look in the past.

学生： Yes, yes, yes!  The moat was built about 400 

years ago.  It’s too old.　

ビリー：わあお。古すぎるの ? それは、どういう意味 ?

危険なの ?

学生：No, no, no! とっても古い川だ。

ビリー：Oh, very old! それなら、安心だ ! ぜひ乗って

みたいな。

☆月照寺☆

ビリー：今は、どこを通っているの ?

学生：I’ts called Gesshoji. You can see the tombs （お

墓） of the nine lords of the Matsudaira clan （藩）of 

Matsue Castle there.  Shall we get off the bus and 

go to see them? 

ビリー：Oh, great!  Come on!

（バスを降りて、月照寺に入ります）

学生：お墓以外に、ビリーにとって、他に二つの興味

深いものがここにあるよ !

　まず、この石牌。江戸時代の雷電という大変大きな

力士（Sumo wrestler）の手形（handprint）がつい

ているよ。さあ、どちらの handprint が大きいでしょ

う。ビリーのかな ? 

ビリー：僕は雷電には勝てないよ !

学生：（Laugh）☆（笑）後は、もう一つ、もしかし

てビリーより大きく、強いものが、ここに住んでい

るだよ。Lafcadio Hearn の作品にも書いてあるよう

に、夜中、月照寺を出て町を歩き回る巨大な亀なの

よ。

ビリー：わあお ! それはすごい。

学生：そう、この亀、私たちが皆大好き ! 森に隠れて

いるが、そっと、ビリーに紹介しよう !

………………………………………………………………

　それから、松江観光を終え、ビリーをホテルまで送

ります。

ビリー：Thanks for a great time!

学生：You’re well come! Whoops! – You’re welcome! 

Anyway, とりあえず、今日の松江案内は、どうだっ

た ?

ビリー：あぁ、とても楽しかった。ありがとう !

学生：それはよかった。では、明日、学園祭で会おう !

ビリー：OK!  See you tomorrow!!

（かの・きゃろらいん／日英比較文化論）
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BILLY COMES TO MATSUE !

　ビリーが松江にやってきました !　なぜなら、島根

県立大学短期大学部松江キャンパスの学園祭に招待さ

れたからです。そこで数名の学生は、出雲空港に彼を

迎えにいきます。ずっと楽しみにして、首を長くして

待っている学生たちが、大きな手作りのぼりを持って、

英語で： “Well Come to Matsue, Mr. Billy!” と書いて

あります。そして、空港の Arrivals の出口から、憧れ

のビリーがやっと現れてきます……

学生：Wow! （わあお !）  Hi, Mr. Billy!

ビリー：Oh!  Hi, GUYS（^-^） !　Mr. を付けなくてい

いよ ! ビリーだけで呼んでいいよ ! 苗字じゃなく、

下の名前だからね。 ハハハ !（Laugh）☆（笑） 

学生：ああ、そうですか。分かりました。Oh, really?! 

Got it!

ビリー： 素敵なのぼりですね －「松江に良く来ます !」

と書いてあるね。

学生：ええ ? No, no, no! 「ようこそ松江へ !」という

ことです。

ビリー：なるほどねぇ～ !　You mean, “Welcome to 

Matsue, don’t you?!”

学生：Oh, yes, yes, yes! あれ ? さすが、ビリーは、日

本語が話せるじゃない ?! Whoops! 気をつけなく

ちゃ !

………………………………………………………………

　Anyway、まず学生たちはビリーとレイクラインバ

ス（LAKELINE BUS）で松江観光へ……

　レイクラインバスは松江の市街地と観光スポットと

を結ぶ観光バスです。宍道湖の夕日をイメージした赤

を基調としたレトロバスです。県立美術館前の停留所

でバスに乗ります。

ビリー：おーすてきだねぇー Oh, great !

学 生：Yes! This is Shimane Prefectural Art Museum.

いろいろな素敵な展覧会がありますよ ! ではここか

ら観光バスに乗ります。

アナウンス：レイクラインバスをご利用頂きありがと

うございます。バス内では周りのお客様の迷惑とな

りますので携帯電波はマナーモードにして頂きます

ようお願いいたします。

ビリー：What was that?

学生：You can’t use cell phones on the busと言ったよ。

ビリー：それだけ ? 松江に来る前に、どこかのバスに

乗った時、アナウンスもあったが日本の携帯はそん

なに音が大きいの ? バスから外にまで聞こえるの ?

と思った。

学生：どーいう意味 ?

ビリー：“Cellular phones should not be used on this 

bus, because they annoy the neighbors”

　と言ったから。Annoy は、迷惑という意味になるが、

neighbors は、近所の人だから、つまり、アナウン

スで「近所迷惑になるからマナーモードにしろ」っ

て言っただろ ?

学生：（Laugh）☆（笑）

　一行は宍道湖の景色を眺めながら松江城に向かいま

す。

☆松江城☆ 

学生：Look!  That’s Matsue Castle!  It was built in 

1611 and it took five years to finish it. 

ビリー：Oh!  What a long time!

学生：This built the lord Yoshiharu Horio.

ビリー：Really?!  松江城がヨシハル ホリオという大

名を建てたの ?!

学 生： No, no, no!  We mean, Yoshiharu Horio built 

Matsue Castle. He was Hideyoshi Toyotomi’s 

follower.

ビリー：Aha!  I know Hideyoshi Toyotomi!  He is very 

famous person. Anyway, it’s great!

狩野キャロライン＆卒業研究ゼミ生
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生
の
指
針
を
得
る
こ
と
も
、
登
場
人
物
の
行

動
や
感
情
に
共
感
を
お
ぼ
え
想
像
の
世
界
に

浸
る
こ
と
も
あ
る
。
膨
大
な
文
書
を
書
写
す

る
手
間
を
省
き
た
い
と
い
う
弁
護
士
が
、
科

学
の
資
料
を
読
み
漁
っ
て
コ
ピ
ー
機
を
発
明

し
た
よ
う
に
、
本
（
資
料
）
は
夢
を
実
現
す

る
材
料
や
道
具
と
も
な
る
。
本
は
、
心
の
友

と
も
人
生
の
師
と
も
、
ま
た
調
査
研
究
の
道

具
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
は
、
著
者
の
構
築
し
た
世
界
で
あ
り
、

人
類
の
知
的
遺
産
と
し
て
後
世
に
受
け
継
が

れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
、
誰
も

異
論
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
本
た
ち
は
常
に
大
切
に
扱
わ

れ
保
存
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
き

な
厄
災
に
あ
っ
て
き
た
本
た
ち
も
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
本
た
ち
の
受
難
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
例
を
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。

　

ま
ず
、
本
た
ち
の
な
か
で
最
も
過
酷
な
運

命
に
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
存
在
す
ら
認
め
て

も
ら
え
な
か
っ
た
も
の
た
ち
と
言
え
よ
う
。

存
在
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
ゆ
え
に
「
焼

き
捨
て
ら
れ
た
」、
つ
ま
り
焚
書
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
鎖
に
つ
な
が
れ
た

本
た
ち
、
差
別
図
書
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼

ら
れ
た
本
た
ち
、
購
入
を
禁
止
さ
れ
た
本
た

ち
な
ど
が
あ
る
。

焼
き
捨
て
ら
れ
た
本
た
ち

　

紀
元
前
二
一
三
年
に
「
焚
書
坑
儒
」
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
、
世
界
史
で
習
っ
た
方
々
も

多
か
ろ
う
。
天
下
統
一
を
果
た
し
た
秦
の
始

皇
帝
が
、
自
分
の
政
策
に
対
す
る
批
判
を
押

さ
え
専
制
支
配
を
強
固
に
す
る
た
め
に
、
民

間
に
あ
っ
た
医
薬
・
占
術
・
農
業
関
係
以
外

の
書
物
を
す
べ
て
集
め
て
焼
き
捨
て
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
翌
年
に
は
、
数
百
人
に
の
ぼ

る
儒
学
者
を
捕
ら
え
て
穴
に
埋
め
て
殺
害
し

た
。
始
皇
帝
を
批
判
し
た
諸
子
百
家
の
余
勢

の
者
た
ち
へ
の
思
想
弾
圧
で
あ
っ
た
。

　

古
代
ば
か
り
で
は
な
い
。
近
代
に
も
焚
書

は
見
ら
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
が
行
っ
た
文
献
清
掃
運
動
が
そ

の
例
で
あ
る
。「
非
ド
イ
ツ
的
図
書
」
が
大

量
に
大
群
衆
の
面
前
で
焼
き
捨
て
ら
れ
た
。

焼
却
さ
れ
た
本
は
二
万
五
千
冊
と
も
三
万
冊

と
も
言
わ
れ
る
。そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、カ
ー

ル
・
マ
ル
ク
ス
、
ニ
コ
ラ
イ
・
レ
ー
ニ
ン
等

の
社
会
主
義
文
献
、フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
リ
ー
・

バ
ル
ビ
ュ
ー
ズ
や
米
国
の
ア
プ
ト
ン
・
シ
ン

ク
レ
ア
な
ど
の
左
翼
的
作
品
、
ル
マ
ル
ク
の

『
西
部
戦
線
異
状
な
し
』
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
の
描
く
未
来
社

会
に
お
い
て
も
焚
書
が
行
わ
れ
る
。『
華
氏

四
五
一
度
』（
レ
イ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
著　

宇
野
利
泰
訳　

早
川
文
庫　

一
九
七
五
）は
、

政
府
が
本
を
読
む
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
未
来

社
会
の
「
焚
書
官
」
で
あ
る
主
人
公
が
、
本

を
焼
く
こ
と
に
疑
問
を
抱
き
「
本
の
中
に
は

人
間
が
い
る
」
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
ス

ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

　

主
人
公
に
対
し
て
上
司
は
次
の
よ
う
に
焚

本たちの受難
堀 川 照 代

　
「
本
」
は
、
私
た
ち
に
楽
し
み
を
与
え
て

く
れ
た
り
、
知
識
を
提
供
し
た
り
し
て
く
れ

る
。
時
と
空
間
を
越
え
て
著
者
と
交
流
し
人
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書
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。「
書
物
な
ど
と

い
う
し
ろ
も
の
が
あ
る
と
、と
な
り
の
家
に
、

装
弾
さ
れ
た
銃
が
あ
る
み
た
い
な
気
持
に
さ

せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
焼
き
捨
て
る
こ
と
に
な

る
の
だ
。
銃
か
ら
弾
を
ぬ
き
と
る
ん
だ
。
考

え
る
人
間
な
ん
て
存
在
さ
せ
て
は
な
ら
ん
。

本
を
読
む
人
間
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
考
え
だ
す
か
わ
か
ら
ん
か
ら
だ
。
そ
ん

な
や
つ
ら
を
、
一
分
間
も
野
放
し
に
お
く
の

は
、
危
険
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
い

か
（
１
）

」
鎖
に
つ
な
が
れ
た
本
た
ち

　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
二
世
紀
頃
か

ら
、
図
書
は
図
書
館
内
の
書
架
や
閲
覧
机

に
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い
た
。
鎖
つ
き
本

（chained book

）
で
あ
る
。
囚
人
な
ら
ぬ

囚
書
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の

本
は
書
写
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
大
変
貴
重

な
も
の
で
あ
り
、
館
内
か
ら
持
ち
出
す
こ
と

は
勿
論
、
館
内
で
も
自
由
に
持
ち
歩
け
な
い

よ
う
に
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

迫
害
さ
れ
た
の
で
は
な
く
価
値
を
認
め
ら
れ

た
た
め
の
措
置
で
は
あ
っ
た
が
、
本
た
ち
に

と
っ
て
は
迷
惑
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

十
四
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
大

学
図
書
館
や
僧
院
図
書
館
、
大
聖
堂
付
属
図

書
館
な
ど
で
鎖
付
き
本
が
主
流
で
あ
っ
た
。

オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
は
、
十
七
世

紀
初
頭
に
は
千
冊
に
及
ぶ
本
が
、
書
架
や
閲

覧
机
に
取
り
付
け
た
鉄
棒
に
鎖
で
つ
な
が
れ

て
い
た
と
い
う
。

　

以
後
、
十
五
世
紀
に
発
明
さ
れ
た
活
版
印

刷
が
十
七
世
紀
以
降
に
な
っ
て
普
及
し
、
本

が
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
蔵
書
が
急
激

に
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
図

書
館
の
本
た
ち
は
鎖
か
ら
解
き
放
た
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

「
差
別
図
書
」
と
い
わ
れ
た
本
（
一
）

　

一
九
七
六
年
十
一
月
、
名
古
屋
の
四
方
八

洲
男
氏
か
ら
小
学
館
へ
、同
社
刊
行
の『
オ
ー

ル
カ
ラ
ー
版
世
界
の
童
話
』
の
第
九
巻
『
ピ

ノ
キ
オ
』
に
身
体
障
害
者
差
別
の
思
想
を
助

長
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
抗
議

が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
小
学
館
は
、
同
社

発
行
の
五
種
類
の『
ピ
ノ
キ
オ
』の
う
ち「
め

く
ら
」「
び
っ
こ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て

い
る
四
種
類
の
『
ピ
ノ
キ
オ
』
の
回
収
を
決

定
し
た
。

　

四
方
氏
を
代
表
と
す
る
「『
障
害
者
』
差

別
の
出
版
物
を
許
さ
な
い
！　

ま
ず
『
ピ
ノ

キ
オ
』
を
洗
う
会
」
の
ア
ピ
ー
ル
で
は
、
例

え
ば
次
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
２
）

。
◎
『
ピ
ノ
キ
オ
』
に
は
一
般
に
、
び
っ
こ
の

き
つ
ね
と
め
く
ら
の
ね
こ･･･

と
い
っ
た
書

き
方
。
そ
の
き
つ
ね
と
ね
こ
が
ピ
ノ
キ
オ
を

だ
ま
し
て
木
に
つ
る
し
金
を
う
ば
う･･･

と

い
う
話
。
松
葉
杖
を
つ
い
た
き
つ
ね
と
黒
め

が
ね
を
か
け
た
ね
こ･･･

の
絵
、
と
い
う
内

容
が
あ
る
。

◎
小
学
館
の
国
際
版
で
は
、
悪
行
の
報
い
で

本
当
の
び
っ
こ
と
め
く
ら
に
な
っ
た
き
つ
ね

と
ね
こ
に
「
ピ
ノ
ッ
キ
オ
さ
ん
、
金
貨
を
ぬ

す
ん
だ
こ
と
は
あ
や
ま
り
ま
す
。
ど
う
か
ど

う
か
お
な
さ
け
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
あ
わ

れ
な
ね
こ
と
き
つ
ね
め
に
、
お
か
ね
を
め
ぐ

ん
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
ま
で
言
わ
せ
る

ほ
ど
、
障
害
者
を
哀
れ
な
者
と
し
て
描
い
て

い
る
。

◎
き
つ
ね
と
ね
こ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
、
び
っ
こ

と
め
く
ら
の
真
似
を
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
同
書
は
、
障
害
者
は
危
な
く
て
、
お
そ
ろ

容
を
持
っ
て
い
ま
す
。
図
書
館
が
そ
れ
を
提

供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
害
を
持
つ
人
た

ち
を
傷
つ
け
、
差
別
思
想
を
助
長
す
る
お
そ

れ
が
な
い
と
は
い
い
き
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し

『
ピ
ノ
キ
オ
』
が
障
害
を
も
つ
人
個
人
の
人

権
を
明
ら
か
に
侵
害
し
て
い
る
こ
と
も
、
子

ど
も
の
差
別
意
識
を
助
長
す
る
か
ど
う
か
具

体
的
に
解
明
す
る
こ
と
も
困
難
で
す
し
、
明

白
な
差
別
図
書
で
あ
る
か
ど
う
か
断
定
で
き

ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
差
別
助
長
す
る
お
そ
れ

が
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
と
い
う
理
由
で

資
料
提
供
を
や
め
る
こ
と
は
、
市
民
の
知
る

し
い
人
達
、
ま
た
不
幸
で
か
わ

い
そ
う
な
哀
れ
む
べ
き
人
達
で

あ
る
と
い
う
、
差
別
す
る
こ
こ

ろ
を
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
に
お

し
え
こ
み
、
植
え
つ
け
て
し
ま

う
。

　

四
方
氏
は
名
古
屋
市
緑
図
書

館
に
対
し
て
も
、『
ピ
ノ
キ
オ
』

は
差
別
の
点
で
問
題
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
同
書
の
閲
覧
・

貸
出
の
停
止
措
置
を
求
め
た
。

し
か
し
緑
図
書
館
で
は
、
一
年

間
「
ピ
ノ
キ
オ
コ
ー
ナ
ー
」
を

作
り
同
書
を
別
置
し
て
市
民
と

と
も
に
検
討
を
重
ね
た
結
果
、

以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
『
ピ

ノ
キ
オ
』を
児
童
室
に
戻
し
た
。

「
百
年
前
に
書
か
れ
た
童
話『
ピ

ノ
キ
オ
』
は
、
現
代
の
目
で
見

直
せ
ば
問
題
に
な
る
表
現
・
内
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権
利
を
保
障
す
る
と
い
う
図
書
館
の
責
任
を

放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、『
ピ
ノ

キ
オ
』
を
児
童
室
（
コ
ー
ナ
ー
）
に
戻
し
ま

す
（
３
）

。」

「
差
別
図
書
」
と
い
わ
れ
た
本
（
二
）

　

一
九
九
〇
年
十
一
月
、
長
野
市
教
育
委
員

会
は『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
』の
絵
本
、紙
芝
居
、

こ
れ
に
類
す
る
お
も
ち
ゃ
等
を
廃
棄
・
焼
却

す
る
よ
う
に
市
内
の
学
校
や
公
民
館
、
保
育

園
、
幼
稚
園
に
対
し
て
指
示
を
出
し
た
。
こ

れ
は
、
市
内
で
『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
』
の
ア

ニ
メ
映
画
が
上
映
さ
れ
た
り
、
市
内
の
短
大

の
学
園
祭
で
『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
』
の
人
形

劇
が
上
演
予
定
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
い
る

こ
と
を
背
景
に
、
十
月
二
十
四
日
に
部
落
解

放
同
盟
長
野
市
協
議
会
か
ら
「
人
種
差
別
撤

廃
に
む
け
て
の
申
し
入
れ
書
」
が
長
野
市
長

と
教
育
委
員
会
教
育
長
に
提
出
さ
れ
た
こ
と

に
端
を
発
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
部
落
解
放

同
盟
長
野
市
協
議
会
の
主
張
は
、『
ち
び
く

ろ
サ
ン
ボ
』
が
人
種
差
別
に
つ
な
が
る
も
の

と
い
う
認
識
が
欠
け
て
い
る
、
冬
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
招
致
に
向
け
長
野
市
が
国
際
都
市
を

目
指
し
て
い
る
の
に
対
し
て
配
慮
が
足
り
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

教
育
委
員
会
の
措
置
に
対
し
て
は
各
方
面

か
ら
抗
議
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
後
十
二
月
一

日
に
、
長
野
市
は
、『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
』

問
題
に
関
し
て
「
廃
棄
・
焼
却
」
を
依
頼
し

た
こ
と
は
行
き
過
ぎ
と
し
て
撤
回
し
た
。

　
『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
』
は
、
一
九
五
一
年

に
ユ
ネ
ス
コ
の
「
人
権
と
人
種
差
別
の
本
質

に
関
す
る
声
明
」
が
出
さ
れ
た
頃
か
ら
問
題

と
さ
れ
て
き
た
。
わ
が
国
で
は
、
一
九
八
八

年
七
月
に
ア
メ
リ
カ
の
「
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ

ス
ト
」
紙
が
、
日
本
で
は
黒
人
を
モ
デ
ル
に

し
た
マ
ネ
キ
ン
人
形
が
デ
パ
ー
ト
で
使
用
さ

れ
た
り
、「
サ
ン
ボ
」
の
名
前
を
使
用
し
た

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
人
形
が
販
売
さ
れ
た
り
し
て

い
る
こ
と
を
非
難
し
た
記
事
を
写
真
入
り
で

報
道
し
た
こ
と
か
ら
、
活
発
な
議
論
の
的
と

な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
人

形
の
製
造
・
販
売
が
中
止
さ
れ
、
学
習
研
究

社
・
小
学
館
・
講
談
社
・
岩
波
書
店
刊
行
の

『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
』
が
絶
版
と
さ
れ
た
。

　

こ
の
原
書
版
（
イ
ギ
リ
ス
）
に
つ
い
て
、

以
下
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。

①
絵
が
醜
く
、
黒
人
の
イ
メ
ー
ジ
の
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
化
の
原
点
で
あ
る
。

②
言
葉
の
表
現
が
現
在
、
差
別
的
表
現
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
登
場
人
物
の
名
前
。

③
筋
そ
の
も
の
が
黒
人
蔑
視
。
持
ち
物
を
す

ぐ
渡
し
て
し
ま
う
主
体
性
の
な
さ
、
異
様
な

食
欲
な
ど
。

　

当
時
の
日
本
版
は
、
ど
れ
も
原
書
版
と
は

異
な
る
絵
で
あ
っ
た
が
、
図
書
館
界
で
も
そ

の
対
応
が
議
論
さ
れ
た
。
マ
ス
コ
ミ
の
報
道

を
受
け
て
、
す
ぐ
さ
ま
利
用
制
限
を
し
た
図

書
館
や
、
館
内
で
充
分
に
検
討
を
し
た
図
書

館
が
あ
っ
た
が
、
結
局
、
対
応
措
置
と
し
て

は
、『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
』
を
廃
棄
す
る
、

利
用
制
限
す
る
、
そ
の
ま
ま
配
架
す
る
、
と

い
う
三
つ
の
方
法
が
見
ら
れ
た
。

購
入
が
禁
止
さ
れ
た
本
た
ち

　

一
九
八
一
年
十
一
月
に
愛
知
県
高
等
学
校

教
職
員
組
合
が
「
愛
知
県
立
高
校
図
書
館
で

管
理
職
の
一
方
的
介
入
に
よ
っ
て
購
入
禁

止
と
な
っ
た
図
書
リ
ス
ト
」
を
マ
ス
コ
ミ

に
公
表
し
た
。
こ
の
リ
ス
ト
は
、
県
内
の

百
三
十
七
の
高
校
を
対
象
に
一
九
八
一
年
十

月
に
調
査
し
た
も
の
で
、
こ
こ
二
～
三
年
来

に
管
理
職
の
介
入
に
よ
っ
て
一
方
的
に
購
入

禁
止
と
な
っ
た
図
書
五
十
八
冊
と
そ
の
禁
止

理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
５
）

。
右
の
別
表
は
、

そ
の
な
か
の
数
例
で
あ
る
が
、
購
入
禁
止
の

理
由
に
は
開
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。　

疑
い
を
か
け
ら
れ
た
本

　

一
九
九
四
年
六
月
二
十
九
日
、
松
本
市
で

毒
ガ
ス
事
件
が
発
生
し
、
多
く
の
被
害
者
が

（別表）
黒柳徹子『窓ぎわのトットちゃん』講談社　

　　･･･　芸能人の書いた本はふさわしくない

深谷昌志『現代っ子と学校』第一法規　

　　･･･　偏向している

五十嵐顕ほか編『講座日本の教育』（全 11 巻別巻 1）新日本出版社

　　･･･　闘争という言葉が出てくるから

早乙女勝元『東京が燃えた日』岩波書店（岩波ジュニア新書）

　　･･･　戦争を扱っているからいけない

もろさわ・ようこ編・解説『女たちの明日』（ドキュメント女の百年 6）

　　平凡社 

　　･･･　“ 女 ” はいけない

松田道弘『トランプのたのしみ』筑摩書房（ちくま少年図書館）

　　･･･　“ 遊び ” はいけない

小林初枝『こんな差別が』筑摩書房（ちくま少年図書館）

　　･･･　書名がいけない

日本放送出版協会『日本の消費者運動』日本放送出版協会

　　･･･　“ 運動 ” はいけない
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で
た
こ
と
は
、
ご
存
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
原
因
と
な
っ
た
ガ
ス
が
サ
リ
ン
と
推
定

さ
れ
、
小
説
『
み
ど
り
の
刺
青
』（
ジ
ョ
ン
・

ア
ボ
ッ
ト
著 

福
武
書
店　

一
九
九
四
）
に

は
サ
リ
ン
製
造
の
細
か
い
描
写
が
あ
り
、「
こ

の
小
説
と
専
門
書
を
重
ね
合
わ
せ
て
読
め

ば
、
サ
リ
ン
を
作
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
な

ど
と
報
道
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
松
本
市
図
書

館
へ
松
本
警
察
署
の
捜
査
員
か
ら
、
同
書
が

利
用
さ
れ
た
か
、
利
用
し
た
の
は
誰
か
と
問

い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
い
う

（
６
）

。

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
本
た
ち
は
、
鎖
つ
き

本
を
除
い
て
、
受
難
の
原
因
は
、
そ
の
内
容

や
著
者
と
不
可
分
で
は
な
い
。
本
は
著
者
の

思
想
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
時
と
し
て
「
ペ

ン
は
剣
よ
り
も
強
し
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
脅
威
に
感
じ
る
為
政
者
・
管
理
者
た
ち
の

思
惑
の
前
に
、
本
は
た
だ
、
為
す
術
も
な
く

佇
む
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
本
た
ち
を
守
る
の
が
図
書
館
で

あ
る
。
図
書
館
は
文
化
的
遺
産
と
し
て
本
を

集
積
し
組
織
化
し
、
過
去
の
文
化
を
未
来
へ

と
手
渡
し
て
い
る
。
か
つ
て
、
図
書
館
も
時

の
権
力
者
た
ち
の
前
に
、
疑
い
を
か
け
ら
れ

た
図
書
を
差
し
出
し
そ
の
利
用
者
情
報
を
差

し
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
現
在
で
も
そ
の
恐

れ
が
皆
無
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
恐
れ

に
対
し
て
自
ら
を
諫
め
、
外
的
圧
力
か
ら
本

た
ち
を
守
る
た
め
の
防
波
堤
が
、「
図
書
館

の
自
由
に
関
す
る
宣
言
」（
一
九
五
四
年
日

本
図
書
館
協
会
採
択
、
一
九
七
九
年
改
訂
）

で
あ
る
。

　
「
図
書
館
は
、
基
本
的
人
権
の
ひ
と
つ
と

し
て
知
る
自
由
を
も
つ
国
民
に
、
資
料
と
施

設
を
提
供
す
る
こ
と
を
も
っ
と
も
重
要
な
任

務
と
す
る
」
と
い
う
文
で
始
ま
る
こ
の
宣
言

は
、
以
下
の
よ
う
に
続
い
て
い
る

（
７
）

。

一
．
日
本
国
憲
法
は
主
権
が
国
民
に
存
す
る

と
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
こ
の
国

民
主
権
の
原
理
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
た

め
に
は
、
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
思
想
・

意
見
を
自
由
に
発
表
し
交
換
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
表
現
の
自
由
の
保
障
が
不
可
欠

で
あ
る
。

　

知
る
自
由
は
、
表
現
の
送
り
手
に
対
し

て
保
障
さ
れ
る
べ
き
自
由
と
表
裏
一
体
を

な
す
も
の
で
あ
り
、
知
る
自
由
の
保
障
が

あ
っ
て
こ
そ
表
現
の
自
由
は
成
立
す
る
。

　

知
る
自
由
は
、
ま
た
、
思
想
・
良
心
の

自
由
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
っ
さ
い
の
基

本
的
人
権
と
密
接
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
ら

の
保
障
を
実
現
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
要

件
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
が
示
す
よ
う

に
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
保
持

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
．
す
べ
て
の
国
民
は
、
い
つ
で
も
そ
の
必

要
と
す
る
資
料
を
入
手
し
利
用
す
る
権
利

を
有
す
る
。
こ
の
権
利
を
社
会
的
に
保
障

す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
知
る
自
由
を
保

障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
図
書
館
は
、
ま
さ

に
こ
の
こ
と
に
責
任
を
負
う
機
関
で
あ

る
。（
以
下
略
）」

　

そ
し
て
、「
こ
の
任
務
を
果
た
す
た
め
、

図
書
館
は
次
の
こ
と
を
確
認
し
実
践
す
る
」

と
し
て
、

一
．
図
書
館
は
資
料
収
集
の
自
由
を
有
す

る
。

二
．
図
書
館
は
資
料
提
供
の
自
由
を
有
す

る
。

三
．
図
書
館
は
利
用
者
の
秘
密
を
守
る
。

四
．
図
書
館
は
す
べ
て
の
検
閲
に
反
対
す

る
。

の
四
項
目
を
掲
げ
、「
図
書
館
の
自
由
が
侵

さ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
団
結
し
て
あ
く

ま
で
自
由
を
守
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
図
書
館
の
自
由
」

は
本
た
ち
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
実
に
、
国

民
の
知
る
自
由
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
、
図
書
館
は
指
弾

さ
れ
た
本
た
ち
に
受
難
を
強
い
た
こ
と
も
、

そ
の
利
用
者
の
名
前
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
苦
い
経
験
の
反
省
に

立
っ
て
の
「
図
書
館
の
自
由
」
な
の
で
あ
る
。

過
去
の
知
的
遺
産
を
損
な
う
こ
と
な
く
現
代

に
受
け
つ
ぎ
、
求
め
に
応
じ
て
い
つ
で
も
そ

れ
を
人
々
に
提
供
し
て
、
人
々
の
資
料
や
情

報
へ
の
「
ア
ク
セ
ス
の
権
利
を
保
障
す
る
」

の
が
図
書
館
の
役
割
で
あ
る
。
そ
し
て
、
コ

ピ
ー
機
の
発
明
の
よ
う
に
、
利
用
者
は
資
料

や
情
報
を
利
用
し
て
自
ら
の
夢
を
具
現
化
し

未
来
を
創
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。図
書
館
は
、

そ
う
し
た
人
々
の
夢
の
実
現
の
さ
さ
や
か
な

お
手
伝
い
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。 

（
ほ
り
か
わ
・
て
る
よ
／
図
書
館
情
報
学
）

―
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