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ことしの課題

- 鵜川理事長の後を受けて､西野理事長 .江田副理事

長が就任されて 1年が経過 しましたo新春にあたって､

有漢会を運営していく上での理事長 .副理事長 としての

夢や抱負を語っていただき､あわせて署渓会が当面する

新
し
い
年
は
多
く
の
課
題
を
抱
え
て

副
理

事
長
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

うござ
い
ま
す
｡
昨
年
は
新

し
い

理事長
､
副
理
事
長
の
体
制
に

なって気
持
ち
も
新
た
に
出

発
し

ました
が
､
あ
っ
と
い
う
間
の

一年間
だ
っ
た
よ
う
な
気
が

新春特集 I

i .音

西野虎之介 理 事 長

江田 昌佑 副理事長

い
た

しまし
た
｡

理

事

長
明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う

ござい
ま
す
｡
確
か
に
､
昨

年
の

署渓会
の
一
年
は
､
い
つ
も

の
年

よ
りも
短
か
っ
た
よ
う
な
気

持
ち

でした
｡

今

年の著
渓
会
も
内
外
に
直
面

す
る

複数の
課
題
を
抱
え
て
の
船

出
と

な
った
感
が
強
い
で
す
ね
｡

母

校
の筑
波
大
学
も
'
こ
の
四

月
か

ら
は､
附
属
病
院
長
の
山
田

信
博

先生を
新
学
長
に
､
新
し
い

執
行

部体制
の
誕
生
が
予
定
さ
れ

て
い

ま
す｡

副
理

事
長
者
渓
会
と
し
ま
し
て

は
､

大
学の
ご
理
解
､
ご
協
力
を

得
ま

し
て､
昨
年
春
､
筑
波
大
学

構
内

に著渓
会
の
事
務
所
を
開
設

し
､

筑
波事
務
所
運
営
企
画
委
員

会
を

立
ち上
げ
ま
し
た
｡

こ

こ
では
､
事
務
所
を
運
営
す

る
た

め
の企
画
と
い
う
観
点
や
立

場
の

具体的
な
面
を
考
え
る
前
に
､

そ
の

対象と
な
る

〟署
渓
会
″
を

取
り

巻
-環
境
や
認
識
を
､
運
営

企
画

に関わ
る
者
が
共
有
す
る
た

公
益
法
人
と
す
る
の
か
､
当
方
で
手
続
き
上
の
内
容
を
整
え
て
認

可
を
求
め
る

1
般
法
人
と
す
る
の
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
｡

一〇
〇
年
の
先
達
に
つ
な
が
る

理

事

長

者
渓

会
は
明
治
5
年
か
ら
の
著
渓
創
基
百
三
十
余
年

と
い
う
伝

統
を
も

って
い
ま
す
｡
高
師

･
文
理
大

･
教
育
大
の
時

代
ま
で
は
､
母
校
の
卒
業
生
の
多

-
は
教
育
界
で
活
躍
し
て
き
て
い

ま
し
た
の
で
､
署
渓
会
は
教
職

1

色
の
よ
う
で
し
た
｡

一
万
㌧
現
在
の
著
渓
会
の
会
員

構
成
は
'
筑
波
大
学
の
卒
業
生
が

半
数
以
上
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
｡
筑
波
大
学
の
時

代
に
な
る
と
､
教
職
就
職
者
の
比

率
は
小
さ
-
な
り
､
ま
た
'
筑
波

の
卒
業
生
の
有
漢
会

へ
の
入
会
率

は
近
年
20
%
程
度
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
と
い
う
見
逃
せ
な
い
問
題
が

あ
り
ま
す
｡
こ
れ
ら
の
課
題
に
直

面
し
て
い
る
い
ま
だ
か
ら
こ
そ
､

今
後
の
有
漢
会
の
方
向
づ
け
を
考

え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

副
理
事
長

筑
波
大
学
の
会
員
や

若
い
会
員
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
た

運
営
企
画
委
員
会
で
は
､
著
渓
会

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
議
論
で
は

な
-
､
ど
の
よ
う
な
同
窓
会
で
あ

り
た
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論

を
す
す
め
､
若
い
人
た
ち
に
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
も
ら
っ

2

め
に

も必要
な
こ
と
と
思
い
'
ま
ず

若
い人
た

ち
の
率
直
な
意
見

を
出

しても
ら
い
ま
し
た
｡

理

事

長
い
ま
法
人
改
革
と
い
う

ことで
､
国
家
的
要
請
か
ら

法
人

のかた
ち
の
見
直
し
が
は
じ
ま
っ

てい
ま
す
｡同
窓
会
を
母
体

と
す

る社団
法
人
有
漢
会
の
法
人
の

かたち
を
､
国
の
認
定
す
る

た
の
で
す

が､
な

るは
ど
な
と
思
え
る
､
た
い
へ
ん
内
容
の
あ
る

議
論
に
も

なっ
て

きて
い
ま
す
｡

そ
の
な

かで
､

先ほ
ど
の
入
会
率
20
%
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､

若
い
会
員

から
も

意見
が
あ
り
ま
し
た
｡

｢
い
ま
の
学
生

は､
仲
間
意
識
や
帰
属
意
識
が
少
な
-
な
っ
て
お



り
､
今
あ
る
こ
の
時
間
を
個
々
人
で
楽
し
も
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
｡
だ
か
ら
'
す
ぐ
に
著
渓
会
全
体
と
つ
な
が
り
た
い
と
い
う
気

持
ち
は
薄
い
の
で
は
な
い
か
｣
と
い
う
意
見
も
出
て
き
ま
し
た
｡

入
会
率
の
向
上
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
だ
と
思
い
ま
し
た
｡

有
漢
会
に
加
入
す
る
こ
と
が
､
い
ま
の
若
い
卒
業
生
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
､
そ
れ
を
も
っ
と
ア
ナ
ウ
ン

ス
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う

″
入

会
の
メ
リ
ッ
ト
″
を
め
ぐ
っ
て
も
意
見
が
あ
り
ま
し
た
｡

そ
れ
か
ら
､
現
状
で
は
学
生
に
著
渓
会
の
活
動
が
見
え
に
-
い

よ
う
で
す
｡
｢苓
渓
会
主
催
の
教
職
受
験
講
座
な
ど
は
も
っ
と
積
極

的
に
学
生
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
｣

と
い
わ
れ
ま
す
｡

こ
の
教
職
受
験
講
座
に
関
し
て
は
､
大
学
の
事

務
局
で
も
窓
口
で

積
極
的
に
受
講
を
推
め
る
等
､
い
ろ
い
ろ
と
協
力
を
し
て
下
さ
っ

て
い
る
の
で
す
が
､
な
か
な
か
学
生
の
目
に
止
ま
り
に
-
-
反
応

が
鈍
い
と
い
う
の
が
実
状
の
よ
う
で
す
｡

ま
た
､
少
な
-
と
も
現
在
の
学
生
会
員
に
対
し
て
は
､
季
刊
誌

『有
漢
)
を
直
接
届
け
る
な
ど
､
学
生
の
目
に
見
え
る
よ
う
に
と
'

き
っ
そ
-
作
業
に
入
っ
て
い
ま
す
｡

理

事

長

筑
波
大
卒
業
生
で
も
約
7-0
人
が
教
員
免
許
を
と
っ
て

い
る
の
で
､
希
望
が
あ
る
限
り
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
教
職
受
験

講
座
を
や
っ
た
り
､
筑
波
事
務
所
に
教
職
相
談
窓
口
を
開
設
し
た

り
し
て
い
ま
す
｡
さ
ら
に
教
育
界
以
外
の
後
輩
を
も
サ
ポ
ー
ト
で

き
る
著
渓
会
と
な
る
よ
う
な
対
策
が
必
要
で
す
ね
｡

副
理
事
長

今
後

へ
の
展
望
に
つ
い
て
も
'
｢大
学
と
連
携
し
て
い

-
こ
と
が
必
要
で
す
｡
大
学
と
し
て
同
窓
会
に
望
む
こ
と
は
何
か
､

と
い
う
こ
と
も
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
大
学
支
援
や
､

学
生
支
援
の
た
め
の
就
職
の
サ
ポ
ー
ト
も
あ
る
だ
ろ
う
し
､
ハ
ー

バ
ー
ド
の
よ
う
に
入
学
の
サ
ポ
ー
ト
も
あ
る
｣
と
い
う
意
見
も
出

て
き
て
い
ま
す
｡
そ
う
し
た
こ
と
の
た
め
に
､
私
は
､
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
構
築
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

こ
の
委
員
会
の
席
上
で
私
は
'
｢
こ
の
1-0
年
の
先
達
は
す
ご
い
｡

そ
こ
に
あ

っ
た
精
神
､
そ
れ
に
繋
が
ろ
う
｡
個
々
人
が
先
達
と
繋

が
っ
て
い
-
｡
毎
年
行
っ
て
い
る
有
漢

･
筑
波
グ
ラ
ン
ド
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
で
も

″秤
″
〟
つ
な
が
り
″
等
を
テ
ー
マ
に
し
て
や
っ
て

い
る
の
は
こ
の
こ
と
だ
ろ
う
｡
百
年
の
先
達

の
心
と
つ
な
が
っ
て

み
よ
う
と
い
う
ロ
マ
ン
も
必
要
で
は
な
い
か
｡
｣
と
若
い
人
た
ち
に

ハ
ッ
パ
を
か
け
て
い
ま
す
｡

新
し
い
法
人
組
織
へ

理

事

長

公
益
法
人
制
度
改
革
に
よ
る
､
移
行
の
た
め
の
新
し

い
手
続
き
が
昨
年
12
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
､
著
渓
会
も
新
制
度
に

移
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
｡
営
利
を
目
的
と
し
な
い

団
体
は
､

一
般
社
団
法
人
と
し
て
法
人
格
を
取
得
し
や
す
-
な
り
､

例
え
ば
公
益
事
業
が
総
支
出
額
の
50
%
に
満
た
な
-
て
も
､
収
益

事
業
を
含
め
た
自
立
的
な
活
動
が
認
め
ら
れ
ま
す
o

ま
た
国
か
ら

″公
益
″
を
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
公
益
社
団

法
人
と
な
る
道
も
あ
り
ま
す
｡
こ
の
場
合
は
､
｢公
益
法
人
｣
の
認

定
基
準
と
し
て

｢
50
%
以
上
｣
は
必
須
条
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

い
ま
の
民
法
上
の
公
益
法
人
で
あ
っ
て
も
､
50
%
以
上
を
公
益

の
た
め
に
支
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
現
在
､
有
漢
会
で

は
文
科
省
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
'
公
開
講
座
を
行
う
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
､
民
法
上
の
公
益
法
人
を
維
持
し
て
い
る
と

い
う
状
況
で
す
｡

し
か
し
､
新
し
い
法
人
制
度
で
は
､
公
益
法
人
の
ハ
ー
ド
ル
は

育
-
､
認
定
さ
れ
る
公
益
法
人
と
な
る
の
か
'

一
般
社
団
法
人
に

移
行
し
て
新
し
い
あ
り
方
を
探

っ
て
い
-
の
か
'
重
要
な
岐
路
に

立
っ
て
い
る
の
で
す
｡

移
行
の
た
め
の
5
年
間
と
い
う
期
間
が
定
め
ら
れ
て
お
り
､
同

窓
会
と
し
て
の
機
能
や
大
学
支
援
の
役
割
を
果
た
せ
る
の
か
と
い

う
角
度
か
ら
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

副
理
事
長

理
事
会
内
に
設
け
た
公
益
法
人
制
度
検
討
委
員
会
で

は
'
法
人
の
型
を
選
択
す
る
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
に
､
こ
れ
ま

で
5
回
に
わ
た
っ
て
､
目
的
､
事
業
'
組
織
､
財
務
の
項
目
で
点

検
を
し
て
き
て
い
ま
す
｡

同
窓
会
は
､
特
定
の
大
学
や
そ
の
卒
業
生
を
対
象
と
し
た
活
動

に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
｡
し
か
し

｢公
益
法
人
｣
の
活
動
は
あ

-
ま
で
も

｢不
特
定
､
多
数
｣
の
公
益
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
｡
本
来
の
公
益
法
人
に
は
､
開
放
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
｡
私
と
し
て
も
こ
こ
が
難
し
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
｡

理

事

長

こ
れ
か
ら
は
'
全
国
の
会
員
の
皆
さ
ん
や
筑
波
出
身

の
若
い
会
員
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
聴
-
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
ね
｡

副
理
事
長

さ
ら
に
も
う

一
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
｡

た
と
え

一
般
社
団
に
移
行
し
た
と
し
て
も
､
今
回
の
改
革
で
は
､

こ
れ
ま
で
公
益
法
人
と
し
て
蓄
積
し
て
き
た
財
産
､
公
益
目
的
財

産
額
と
い
い
ま
す
が
､
そ
れ
を
公
益
の
た
め
に
支
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
た
め
の
支
出
計
画
を
作

成
し
て
行
政
当
局
に
提
出
し
､
認
め
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
｡

理

事

長

こ
の
法
人
改
革
を
機
会
に
､
ど
の
よ
う
な
組
織
に
し

て
い
-
か
､
そ
の
趣
旨
や
目
的
は
ど
う
す
る
の
か
'
活
動
の
中
味

は
､
大
学
と
の
関
係
は
'
な
ど
な
ど
根
本
に
立
ち
戻
っ
た
議
論
を
､

全
国
の
会
貞
に
呼
び
か
け
､
本
部

･
支
部
の
組
織
を
あ
げ
て
や
っ

て
い
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡

卒
業
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

理

事

長

筑
波
大
学
に
と
っ
て
も
'
卒
業
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は

貴
重
な
無
形
資
産
で
す
が
'
私
立
大
学
の
多
-
で
は

｢校
友
会
｣

方
式
が
多
い
の
に
対
し
て
､
国
立
大
学
の
多
-
は
'
旧
制
以
来
の

学
部
単
位
の
同
窓
会
方
式
を
踏
襲
し
て
き
ま
し
た
｡
筑
波
大
学
も

国
立
大
学
法
人
に
移
行
し
た
こ
と
に
伴

っ
て
､
大
学
に
と
っ
て
卒

業
生
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
活
用
は
､
あ
る
い
は
有
漢
会
側
の

同
窓
交
流
と
大
学
や
学
生
支
援
は
､
国
際
競
争
力
の
あ
る
大
学
づ

-
り
の
大
き
な
柱
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡

副
理
事
長

早
稲
田
や
慶
応
な
ど
の
私
学
で
は
後
援
会
と
し
て
の

機
能
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
､
ほ
れ
ぼ
れ
す
る
組
織
に
な
っ
て
い

ま
す
｡
筑
波
大
学
に
と
っ
て
も
､
国
立
大
学
法
人
に
な
っ
て

〟後

援
会
″
か
ら
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
必
要
に
な
っ
て
お
り
ま
す
C
他

の
国
立
大
学
を
み
て
も
､
新
し
い
か
た
ち
を
模
索
し
て
い
る
よ
う

で
す
｡

理

事

長

現
在
､
筑
波
大
学
に
は
様
々
な
形
の
同
窓
単
位
組
織

が
あ
り
ま
す
｡
桐
医
会
や
橘
会
だ
け
で
な
-
､
学
群
や
サ
ー
ク
ル

単
位
の
同
窓
組
織
も
あ
る
で
し
ょ
う
｡
紫
峰
会
と
の
関
係
も
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
す
｡
大
学
経
営
陣
や
､
大
学
教
職
員
や
父
母

･
地

域
も
含
め
た
､
新
し
い
連
携
の
か
た
ち
を
つ
-
つ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
｡
そ
の
た
め
に
も
､
も
っ
と
大
学
側
と
接

触
し
､
大
学
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
も
含
め
て
､
そ
れ
ら
を
包
括

す
る
組
織
が
作
れ
な
い
も
の
か
､
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
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林 史典 氏

新春特 集 Ⅰ

車車
冨塗隠随

聖徳大学教授

林 史典 氏
筑波大学大学院教授

藤原 保明氏

林 史典氏 プロフィール

林 史典氏は､1941年､長野県飯田市生まれ｡

東京教育大学大学院博士課程修了｡

千葉大学講師 ･助教授､筑波大学助教授 ･教授､

同大学文芸 ･言語学系長を経て､

国立大学法人筑波大学理事 ･副学長(教育担当)

現在は､聖徳大学教授 ･人文学部長

筑波大学名誉教授､

文化庁文化審議会国語分科会会長｡

主な著書は 岩波講座 ｢日本語｣

(含 ･共著) ｢日本語の世界J

r日本語要説｣

｢9世紀日本語の子音毒価｣

朝倉日本語講座2 r文字 ･書記｣

藤原 保明 氏

藤原 保明氏 プロフィール

藤原保明氏は､1946年､三重県伊賀市生まれ｡

東京教育大学大学院修士課程修了｡

熊本大学､筑波大学助教授｡教授､同大学現代語 ･

現代文化学系長､ロンドン大学客員研究員を経て､

現在は､筑波大学人文社会科学研究科教授｡

文学博士｡

専門分野は英語の通時的研究｡

主な著書は ｢古英詩韻律研究｣

(含 ･共著) ｢古英語の初歩J

r英語の語形成｣

翻訳書として r中世の食生活J

r古英詩の世界｣

新
春
特
集

Ⅰ
は
､
二
人
の
言
語
学
者
に
話
し
合
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
｡

林

史
典
氏
は
国
語
学
者
､
藤
原
保
明
氏
は
英
語
学
者
で
､
ど

ち
ら
も
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら

｢
こ
と
ば
｣
を
対
象
に
研
究
を
進

め
て
お
ら
れ
る
学
者
で
す
｡

国
語

(日
本
語
)
は
､
し
ば
し
ば
､
主
語
､
述
語
､
目
的
語
が

唾
味
で
､
例
え
ば
相
手
を
誘

っ
て
飲
食
を
と
も
に
す
る
場
合
で
も
､

ど
ち
ら
が
経
費
の
負
担
を
す
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
が

多
い
と
い
う
経
験
を
'
誰
も
が
持

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
｡
そ
れ
に

対
し
て
､
英
語
の
場
合
は
彼
我
の
責
任
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
場

合
が
多
い
よ
う
で
す
｡

そ
れ
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
使
う
人
々
の
生
き
る
場
面
や
行

き
方
の
違
い
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡

お
二
人
に
は
､
そ
の
辺
に
も
ふ
れ
な
が
ら
話
に
入
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
｡

以
心
伝
心

藤
原

私
が
若
い
頃
､
母
親
に

｢
お
前
は
な
ぜ
英
語
を
選
ん
だ
の

か
｣
と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
得
意
な
国
語
で
は
な
-
､

苦
手
な
科
目
だ

っ
た
英
語
を
研
究
す
る
道
を
選
ん
だ
こ
と
が
､
母

親
に
は
不
可
解
に
思
え
た
の
で
し
ょ
う
｡
そ
の
時
､
｢
ま
ず
'
英
語

を
や
っ
て
か
ら
国
語
を
学
び
た
い
｣
と
答
え
ま
し
た
｡
小
さ
い
頃

は
国
語
が
好
き
で
英
語
は
む
し
ろ
苦
手
で
し
た
｡
そ
れ
で
､
英
語

と
格
闘
す
る
う
ち
に
面
白
-
な
り
､
つ
い
つ
い
今
日
ま
で
英
語
の

研
究
を
続
け
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

私
は
'
文
部
省
の
在
外
研
究
員
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
し
ば

ら
-
研
究
し
て
い
ま
し
た
が
､
英
語
圏
に
暮
ら
し
て
み
て
､
国
語

へ
の
愛
着
が

一
層
､
湧
い
て
き
ま
し
た
｡

林

私
ど
も
が
大
学
で
国
語
研
究
を
し
て
い
る
頃
は
､
特
に
外

国
語
を
や
る
人
た
ち
か
ら
国
語
の
研
究
な
ど
は
､
や
ぼ
っ
た
い
と

思
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
｡
(笑
)

藤
原

日
本
で
は
よ
-

｢言
わ
ぬ
が
花
｣
と
か
､
｢沈
黙
は
金
､
雄

弁
は
銀
｣
な
ど
と
い
っ
て
､
む
し
ろ
､
無
口
で
い
る
方
が
奥
ゆ
か

し
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
ね
｡
あ
る
い
は

〟以
心
伝
心
″
と
も

言
い
ま
す
｡
腹
と
腹
で
解
り
合
う
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
｡

し
か
し
､
日
本
人
同
士
で
は

″以
心
伝
心
″
も
可
能
で
し
ょ
う

4



が
､
ロ
ン
ド
ン
で
は
､
と
に
か
く
､
す
べ
て

〟
こ
と
ば
″
に
出
し

て
､
は
っ
き
り
と
言
わ
な
い
と
通
じ
合
え
ま
せ
ん
で
し
た
｡
外
国

人
同
士
の

〝以
心
伝
心
″
は
､
殆
ど
不
可
能
に
思
え
ま
し
た
｡

日
本
語
は
､
｢ど
う
も
､
ど
う
も
～
｣
で
す
ま
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
け
れ
ど
も
､
英
語
で
は

｢
ベ
リ
ー
ベ
リ
ー
｣
と
言
っ
た
っ
て
相

手
に
な
に
も
伝
わ
り
ま
せ
ん
｡
(笑
)

林

〟省
略
″
と
い
う
現
象
自
体
は
､
各
言
語
に
見
ら
れ
る
の
で

す
が
ね
｡

藤
原

い
ず
れ
に
し
て
も
､
お
互
い
の
文
化
や
歴
史
を
実
感
と
し

て
共
有
し
な
い
と

〟以
心
伝
心
″
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
｡

ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
､
こ
と
ば
を
交
わ
し
会
う
場
合
で
も
､
大
学

の
中
で
は
英
語
で

″困
る
″
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
'
朝

市
な
ど
に
出
か
け
た
時
な
ど
は
､
行
儀
の
よ
い
英
語
で
は
な
か
な

か
通
じ
合
え
ま
せ
ん
で
し
た
｡

″以
心
伝
心
″
と
い
う
の
は
､
究
極
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

し
ょ
う
ね
｡

林

現
代
社
会
で
は
'
日
本
人
同
士
で
も
､
な
か
な
か

″以
心

伝
心
″
は
難
し
い
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
｡

藤
原

最
近
の
若
者
は
､
自
己
主
張
は
強
い
の
で
す
が
､
野
球
の

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
､
対
面
し
て
気
持
ち
を
通
じ
合
わ
せ

る
よ
う
な
こ
と
は
､
希
薄
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
｡

林

他
者
と
の

″人
間
関
係
″
が
､
構
築
さ
れ
て
い
な
い
の
で

し
ょ
う
ね
｡

少
な
く
と
も
､
私
た
ち
の
育

っ
た
時
代
は
'
よ
-
､
親
か
ら
､

自
分
の
家
の
前
の
道
路
を
掃
除
し
ろ
と
言
わ
れ
､
そ
の
時
は
､
隣

り
の
家
の
前
も

一
緒
に
掃
除
を
し
な
さ
い
､
と
言
わ
れ
た
も
の
で

し
た
｡

藤
原

い
ま
で
は
､
自
分
の
家
の
周
囲
に
ゴ
ミ
が
散
ら
か
っ
て
い

て
も
､
掃
除
し
ま
せ
ん
ね
｡
い
や
､
自
分
の
部
屋
の
掃
除
す
ら
怪

し
い
も
の
で
す
｡
(笑
)

林

向
こ
う
三
軒
両
隣
り
と
言
う
よ
う
な

″隣
り
意
識
″
が
失

わ
れ
て
き
ま
し
た
｡

藤
原

自
分
の
興
味
の
対
象
に
し
か
関
心
が
向
か
な
い
の
で
し
ょ

う
か
ね
｡

林

そ
の
傾
向
は
､
子
ど
も
の
世
界
に
端
的
に
現
れ
て
い
ま
す

ね
｡
子
ど
も
社
会
が

″孤
立
化
″
し
て
い
る
の
で
す
ね
｡

藤
原

少
子
化
や
核
家
族
化
が
進
ん
で
､
し
か
も
､
都
市
化
が
進

ん
で
孤
独
な
社
会
が
広
が
り
遊
び
仲
間
や
話
し
相
手
が
い
な
い
｡

共
同
作
業
が
前
提
だ
っ
た
か
つ
て
の
農
作
業
の
場
合
で
も
､
機

械
化
に
と
も
な
っ
て
省
力
化
が
進
ん
で
い
ま
す
か
ら
､

一
緒
に
何

か
を
す
る
に
し
て
も

〟相
手
″
が
い
な
い
し
､
そ
の
よ
う
な
機
会

も
減

っ
て
き
て
い
ま
す
｡

林

子
ど
も
の
社
会
に
お
い
て
も
､
小
さ
な
仲
間
関
係
し
か
創

れ
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
､
で
す
か
ら
､
い
ま
の
子
ど

も
社
会
は

〝単
純
化
″
し
て
い
ま
す
ね
｡

藤
原

年
齢
や
興
味
関
心
が
多
様
な
大
勢
の
仲
間
か
ら
､
社
会
的

な
意
味
で
の

〟隣
り
″
が
選
べ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
､
自

分
の
好
き
な
者
だ
け
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
｡

林

か
つ
て
は
､
お
と
な
に
な
れ
ば
お
と
な
の
こ
と
ば
が
身
に

つ
い
て
､
社
会
に
適
応
し
て
行
け
た
の
で
す
が
､
子
ど
も
を
取
り

巻
-
社
会
が
狭
い
の
で

〟小
さ
な
人
間
関
係
″
か
ら

〟大
き
な
人

間
関
係
″

へ
の

″移
行
″
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
か
ず
､
大
変
難
し
い

こ
と
に
な
り
ま
す
ね
｡

藤
原

自
分
に
と
っ
て
好
ま
し
い
､
し
か
も
ご
-
狭
い

〟自
分
の

周
辺
だ
け
の
社
会
″
で
は
､
異
な
っ
た
環
境

へ
の
か
か
わ
り
が
少

な
い
の
で
､
人
間
関
係
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
-
な
る
と
い
っ
た

事
態
に
な
り
､
対
応
で
き
ず
我
慢
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

勿
論
､
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
ば
か
り
で
は
な
-
､
｢自
己
実
現
｣
を

目
指
し
て

｢自
己
確
立
｣

に
励
む
若
者
も
､
た
-
さ
ん
い
る
こ
と

も
事
実
で
す
が
｡

情
報
機
器
の
時
代

林

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
立
ち
戻
り
ま
す
と

｢
こ
と
ば
｣
に
次
い
で
長
い
間
､
人
間
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
･
ト
ウ
ー
ル
と
し
て
重
き
を
な
し
て
き
た
の
は

｢文
字
｣
で
す

ね
｡｢

こ
と
ば
｣
と
同
じ
-
､
こ
の

｢文
字
｣
の
役
割
も
大
き
-
分
け

て
二
つ
あ
る
｡

一
つ
は
社
会
生
活
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
授
受
や
記
録
､

意
志
伝
達
な
ど
の
た
め
の

〟道
具
″
と
い
う
こ
と
｡

そ
し
て
も
う

一
つ
は
､
内
面
の
心
の
世
界
の
表
現
､
広
-
心
の

世
界
創
出
と
い
う
こ
と
で
す
｡

こ
れ
は
､
手
紙
や
詩
文

･
小
説
な
ど
の
分
野
で
､
文
字
の
お
か

げ
で
､
人
類
は
新
た
に
､
質
量
両
面
で
精
神
活
動
を
限
り
な
-
豊

か
に
し
'
高
度
な
文
化
を
築
-
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

藤
原

さ
ら
に
近
年
に
は
､
科
学
技
術
の
進
歩
を
ベ
ー
ス
に
､
新

し
い
情
報

･
通
信
メ
デ
ィ
ア
や
シ
ス
テ
ム
が
､
急
速
に
発
達
を
遂

げ
'
社
会
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
､
私
た
ち
の
生
活
の
中
に

も
便
利
な
情
報
伝
達
機
器
が
入
っ
て
き
て
､
情
報
交
換
の
手
段
と

機
会
が
飛
躍
的
に
増
え
ま
し
た
｡

ま
ず
'
電
話
が
入
り
ま
し
た
｡
し
か
し
'
電
話
時
代
が
到
来
し

て
も

″話
し
手
″
同
士
の
間
に

〟交
換
手
″
と
い
う
第
三
者
が
介

在
し
て
い
た
｡
交
換
手
が
通
話
の
内
容
を
口
外
し
て
'
社
会
問
題

に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
で
､
そ
の
頃
は
必
ず
し
も

5

～
背
景

～

古
代
'
わ
が
国
に
は
文
字
は
な
か
っ
た
｡
対
面
に
よ
り
､
例

え
ば

｢歌
垣
｣
と
い
わ
れ
た
､
後
に
和
歌

･
短
歌
に
つ
な
が
る

よ
う
な
音
律
を
持

っ
た

″
こ
と
ば
″
を
交
わ
し
合
う
こ
と
で
､

意
志
や
情
報
の
伝
達
手
段
と
し
て
い
た
｡
そ
の
後
'
大
陸
か
ら

〟文
字
″
が
伝
え
ら
れ
て
､
発
声
す
る
音

～
お
ん
～
に
似
た
こ
と

ば
に
合
わ
せ
て
､
い
わ
ゆ
る

｢万
葉
文

字｣
が

使
わ
れ
､
そ
の

後
､
何
回
に
も
わ
た
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
〟

漢
字
″
を
使
い
こ

な
し
て
､
記
録
し
て
書
き
残
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
､

文
字
は
伝
達
手
段
と
し
て
､
そ
の
地
位
を
確
保
し
て
い
っ
た
o

史
書
や
文
学
の
確
立
は
そ
の
結
果
で
も
あ
る
｡
文
学
の
世
界
で

は
､
日
記
文
学
､
詩
歌
の
流
行
､
ま
た
､
世
界
最
古
と
い
わ
れ

る
女
流
作
家
に
よ
る
長
編
小
説
も
出
現
し
た
｡

ま
た
､
書
面
の
往
復
な
ど
､
郵
送
'
運
搬
等
に
よ
る
遠
距
離

地
域

へ
の
伝
達
も
可
能
に
な
っ
て
き
た
｡

日
本
の
か
な
文
字
は
､
多
-
の
場
合
､
関
連
性
の
な
い
'
抽

象
的
な
複
数
の
音
～
お
ん
～
を
つ
な
げ
て
具
象
的
な
ひ
と
つ
の

意
味
を
持
つ

〟
こ

と
ば
″
を
表
し
た
｡
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
使

っ
て
､
当
方
の
思
い
や
情
報
を
相
手
に
渡
す
｡
相
手
も
同
じ
手

法
､
作
業
で
当
方
に
返
す
｡
そ
れ
ら
が
往
復
さ
れ
て
､
両
者
間

の

″交
流
″
が
行
わ
れ
る
｡



耳の不自由な学生とのコミュニケーションを図る藤原氏

この場合､パソコンの要約筆妃と板雷がすべて (筑波技術大学にて)

本
音
で
話
し
が
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

そ
れ
が
､
ケ
ー
タ
イ

(=
携
帯
電
話
)
時
代
を
迎
え
る
と
'
対

話
す
る
相
手
以
外
の

″第
三
者
″
が
い
な
-
な
り
ま
し
た
｡

林

そ
れ
で
い
て
､
対
話
の
密
度
が
濃
-
な
っ
た
か
と
い
う
と
､

逆
に
対
話
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
､
昔
に
比
べ
る
と
レ
ベ
ル
は

下
が
っ
て
い
ま
す
｡

顔
の
見
え
な
い
相
い
対
の
中
で
は
､
表
情
を
読
ん
で
相
手
の
こ

と
ば
の
含
み
や
心
の
動
き
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
､

こ
と
ば
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
ま
る
の
で
す
が
､
ケ
ー
タ
イ
を
使
っ
て

の
や
り
取
り
の
中
で
､
こ
と
ば
の
軽
薄
な
省
略
化
が
は
び
こ
り
､

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
ん
ど
ん
薄

っ
ぺ
ら
に
な
っ
て
い
き
ま

す
｡
こ
れ
が
､
若
者
の
言
語
生
活
に
大
き
-
影
響
し
て
い
ま
す
ね
｡

こ
と
ば
を
使
う
能
力
が
下
が
る
と
､
文
字
に
よ
る
表
現
や
伝
達

も
当
然
劣
化
し
ま
す
｡
ケ
ー
タ
イ
の
メ
ー
ル
な
ど
は
､
そ
の
劣
化

に
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
符
丁
じ
み
た

表
現
が
多
く
な
り
､
こ
と
ば
と
文
字
と
の
密
接
な
連
関
が
次
第
に

破
壊
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
ま
す
し
､
文
字
を
使

っ
て
の
表
現
そ
の

も
の
が
随
分
と
薄

っ
ぺ
ら
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
｡
自
分
の
気
持

ち
を
的
確
に
伝
え
､
相
手
の
気
持
ち
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る

力
が
落
ち
る
と
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
た
ま
っ
て
､
そ
の
解
消

の
努
力
を
し
な
い
で
感
情
の
ま
ま
行
動
す
る
の
で
｢す
ぐ
キ
レ
る
｣

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
｡

藤
原

手
鑑
を
書
-
手
間
に
比
べ
る
と
､
メ
ー
ル
や
パ
ソ
コ
ン
は

容
易
に
で
き
て
し
ま
い
ま
す
｡
ま
た
､
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
会

い
系
サ
イ
ト
や
プ
ロ
グ
で
は
､
相
手
の
表
情
が
解
ら
ず
､
″掲
示
板
″

で
は
､
不
特
定
多
数
の
人
た
ち
が
見
た
り
聞
い
た
り
で
き
ま
す
｡

し
か
も
､
匿
名
や
偽
名
で
も

一
方
通
行
で
発
信
で
き
ま
す
か
ら
､

発
信
者
の
言
い
た
い
放
題
で
'
相
手
の
人
格
や
名
誉
を
踏
み
に
じ

る
こ
と
さ
え
平
気
で
や
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

こ
れ
で
は
正
常
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
言
え
ま
せ
ん
｡

林

こ
の
と
こ
ろ
イ
ン
タ
1
､本
ツ
ト
が
猛
烈
な
勢
い
で
､
そ
の

世
界
を
広
げ
て
い
ま
す
が
､
現
代
社
会
の
中
で
は
､
映
像
メ
デ
ィ

ア
の
発
達
も
著
し
い
で
す
ね
｡

伝
達
で
き
る
情
報
量
と
い
う
点
で
見
れ
ば

｢映
像
メ
デ
ィ
ア
｣

は

｢
こ
と
ば
｣
や

｢文
字
｣
よ
り
は
る
か
に
多
量
の
情
報
を

一
画

面
に
盛
り
付
け
､

一
瞬
に
し
て
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

ニ
ュ
ー
ス
に
し
て
も
ド
ラ
マ
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
し
て
も

映
像
画
面
は
'
中
心
と
な
る
も
の
だ
け
で
な
-
､
背
景
や
周
辺
ま

で
も

一
緒
に
写
し
出
し
ま
す
｡
こ
れ
を
こ
と
ば
や
文
章
な
ど
で
､

い
ち
い
ち
表
現
し
よ
う
も
の
な
ら
､
往
々
に
し
て
何
百
語
も
費
や

す
､
た
い
へ
ん
冗
長
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
､
映
像

は
そ
れ
ら
を
ひ
っ
-
る
め
て
､

一
瞬
の
う
ち
に
表
示
し
伝
達
で
き

ま
す
｡

し
か
し
､
映
像
メ
デ
ィ
ア
も
､
そ
の
根
底
に
お
い
て
は

｢
こ
と

ば
｣
と

｢文
字
｣
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
｡
映
像
メ
デ
ィ
ア

が
表
現
し
伝
達
し
よ
う
と
す
る
内
容
は
､
こ
と
ば
や
文
字
で
捉
え

ら
れ
'
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
事
象
で
あ
り
､
世
界
で
あ
る
か
ら
で
す
｡

映
像
メ
デ
ィ
ア
は
､
も
っ
と
も
総
合
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
､
情
報

の
質

･
量
と
も
に
文
字
や
音
声
メ
デ
ィ
ア
よ
り
優
勢
で
､
テ
レ
ビ

と
い
う
姿
で
､
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
し
て

い
ま
す
が

｢
一
方
通
行
｣
で
あ
る
こ
と
が
､
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
弱
み
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

近
い
将
来

〟
テ
レ
ビ
電
話
″
も
出
現
す
る
で
し
ょ
う
し
､
デ
ジ

タ
ル
技
術
の
進
歩
で
､
テ
レ
ビ
な
ど
で
も

″
双
方
向
″
の
世
界
が

常
態
化
す
る
の
も
､
そ
う
遠
い
将
来
で
は
な
い
で
し
ょ
う
｡
新
し

い
情
報
通
信
メ
デ
ィ
ア
は
､
本
質
的
に
は
､
人
間
に
と
っ
て
､
つ

な
が
り
の
輪
を
広
げ
て
く
れ
る
可
能
性
を
十
分
秘
め
て
い
ま
す
ね
｡

藤
原

勿
論
'
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
手
法
は
､
兄
も
知
ら
な

い
世
界
中
の
人
と
簡
単
に
知
り
合
え
る
と
い
う
こ
と
を
､
メ
リ
ッ

ト
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
す
｡

そ
う
い
う
可
能
性
を
長
い
意
味
で
広
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
も
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
｡

と
り
わ
け
､
海
外
の
人
々
と
や
り
と
り
す
る
に
は
､
英
語
で
の

表
現
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
ね
｡

メ

ー

ル
(
電

子
メ
ー
ル
の
略
)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て

電
子
的
に
手
紙
を
や
り
と
り
す
る
特
定
個
人
間
の
通
信
｡

サ
イ
ー
(site
)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
情
報
を
提
供

し
て
い
る
ペ
ー

ジ
が
あ
る
と
こ
ろ
｡
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
こ
と
｡

プ
ロ
グ
(w
e
b
J
og
の
略
)

個
人
や
グ
ル
ー
プ
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
と

お
し
て
日
記
や
写
真
な
ど
を
公
開

･
更
新
す
る

W
eb
サ
イ
ト
の
総
称
｡他
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
書
き
込
め
る
｡

掲
示
板
(電
子
掲
示
板
)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
不
特
定
多

数
が
互
い
に
意
見
を
書
き
込
み
交
換
し
合
う
｡
営
利
目
的
の

投
稿
や
嫌
が
ら
せ
の
投
稿
な
ど
迷
惑
な
書
き
込
み
も
あ
る
｡

出
会
い
系
サ
イ
ー

友
人
や
恋
人
､
性
的
パ
ー
ト
ナ
ー
を
探

す
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
サ
イ
ト
｡
相
手
を
探
し
て

コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
売
買
春
の
斡
旋
､
未
成

年
者
の
登
録
､
詐
欺
や
恐
喝
に
使
わ
れ
る
な
ど
問
題
が
多
い
｡

6

～
最
近
の
動
き

～

学
校
で
の
ケ
ー
タ
イ
禁
止

昨
年
暮
､
大
阪
府
の
橋
下
徹
知

事
が
府
内
の
政
令
市
(大
阪
､
堺
)
を
除
-
公
立
小
中
学
校
で
'

児
童
生
徒
の
携
帯
電
話
持
ち
込
み
を
原
則
禁
止
と
す
る
方
針

を
明
ら
か
に
し
た
｡
そ
の
動
き
は
埼
玉
県
等
に
も
広
ま
っ
て

い
る
｡
ま
た
､
政
府
の
教
育
再
生
懇
談
会
が
ま
と
め
た
子
ど

も
の
携
帯
電
話
利
用
に
関
す
る
提
言
素
案
で
は
小
中
学
校

へ

の
持
ち
込
み
の
原
則
禁
止
な
ど
の
方
向
を
打
ち
出
し
て
い
る
｡

中
央
教
育
審
議
会
も
､
子
ど
も
に
持
た
せ
る
携
帯
電
話
に
フ

ィ
ル
タ
リ
ン
グ
(情
報
選
別
)機
能
を
標
準
設
定
す
べ
き
だ
と

す
る
答
申
を
ま
と
め
て
い
る
｡



効
率
化
優
先
社
会

藤
原

私
た
ち
の
子
ど
も
の
頃
は
､
商
店
街
に
看
板
娘
と
い
う
町

の
人
気
者
が
い
て
､
自
分
は
タ
バ
コ
は
吸
わ
な
い
が
､
そ
の
看
板

娘
の
顔
が
見
た
-
て
'
話
が
し
た
-
て
タ
バ
コ
を
買
い
に
行
き
､

自
分
の
下
宿
の
部
屋
に
は
買
っ
た
タ
バ
コ
が
山
積
み
さ
れ
て
い
た

と
い
う
よ
う
な
笑
い
話
も
あ
り
ま
し
た
し
､
ま
た
､
電
車
に
乗
る

場
合
で
も
､
切
符
は
窓
口
で
駅
員
さ
ん
と
日
常
会
話
を
楽
し
み
な

が
ら
買
う
と
い
う
光
景
が
あ
り
ま
し
た
｡

い
ま
の
駅
は
､
自
動
券
売
機
の
時
代
と
な
っ
て
､
会
話
も
途
絶

え
が
ち
で
､
駅
員
さ
ん
と
の
出
会
い
は
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
こ
れ
も
時
代
の
な
せ
る
た
め
と
思
っ
て
い

た
の
も
束
の
間
で
､
電
子
カ
ー
ド
で
改
札
口
を
通
る
時
代
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
｡
あ
ら
ゆ
る
場
面
で

″無
人
化
″
が
進
ん
で
い

ま
す
｡

銀
行
の
A
T
M
に
ま
つ
わ
る
事
件
'
犯
罪
も
､
無
人
化
が
生
ん

だ
所
産
だ
と
思
い
ま
す
｡

こ
れ
ら
の
社
会
現
象
の
原
因
は
″

効
率
化
優
先
″
が
生
み
出
し

た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
O

そ
の
結
果
､
先
を
見
据
え
て
じ
っ
-
り
も
の
を
考
え
た
り
言
お

う
と
し
た
り
す
る
こ
と
が
難
し
-
な
っ
て
き
ま
し
た
｡
じ
つ
-
り

取
り
組
む
社
会
で
は
な
-
な
っ
て
き
て
い
ま
す
｡
成
果
ば
か
り
追rことば遣いの習得は一生続 くものJと林氏

い
か
け
て

｢経
過
｣

や

｢途
中
｣
が
な
-
な
っ
て
い
ま
す
｡

林

話
し
合

っ
た

り
､
意
見
の
交
換
を
し
た
り
す
る
プ
ロ
セ
ス

を
重
視
し
な
-
な
っ
た
こ
と
と
同
根
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

藤
原

確
か
､
ロ
シ
ア
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
､
｢鍬
で
耕
し
て
先

を
待
て
｣
と
､
古
-
か
ら
の
言
い
伝
え
が
あ
る
そ
う
で
す
｡

わ
が
国

も
か
つ
て
は
農
業
国
と
し
て
､
基
本
的
に
は
こ
の
言
い

伝
え
と
同
様
に
､
春
に
田
植
え
を
し
て
秋
の
取
り
入
れ
を
待
つ
と

い
う
暮
ら
し
方
が
続
い
て
き
ま
し
た
｡

そ
の
間
に
は
､
台
風
も
あ
れ
ば
干
ば
つ
も
あ
る
｡
飢
笹
も
起
き

る
か
も
知
れ
な
い
｡
人
々
は
､
ど
ん
な
環
境
の
中
で
も
じ
っ
と
待

つ
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
｡

い
ま
の
生
産
方
式
は
､
じ
っ
と
待
つ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
持
た

な
い
で

″効
率
化
″
を
至
上
の
も
の
と
し
て
突
き
進
ん
で
き
ま
し

た
｡
そ
の
こ
と
が
人
間
の
生
き
方
に
ま
で
及
ん
で
し
ま
っ
た
と
思

い
ま
す
｡

ま
た
､
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
式
の
生
産
方
式
で
は
､

一
個
の
生
産

品
に
ダ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
数
万
個
の
損
晶
を
出
し
て
撤
収
さ
せ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
｡

生
産
体
制
に
見
ら
れ
る

″効
率
化
″

は
､
効
率
を
優
先
す
る
あ

ま
り
､
生
活
や
人
生
に

〟
ゆ
と
り
″
が

感
じ
ら
れ
な
-
な
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

林

効
率
優
先
に
は
､
確
か
に
負
の

一
面
が
あ
り
ま
す
ね
｡
結

果
を
焦
ら
ず
持
続
的
な
努
力
や
工
夫
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

社
会
に
し
て
行
か
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
ね
｡

少
子
化
､
核
家
族
化
社
会
や
､
農
作
業
の
よ
う
な
〝共
同
作
業
″

で
は
な
い
場
合
は
､
相
手
が
見
え
に
-
-
な
る
｡

藤
原

あ
る
新
聞
を
読
ん
で
お
り
ま
し
た
ら
､
核
家
族
化
に
よ
り

人
口
と
世
帯
数
が
減
少
し
､
農
山
村
の
集
落
機
能
が
低
下
し
て
高

齢
者
数
人
の
集
落
と
な
っ
て
共
同
作
業
が
不
可
能
に
な
り
､
つ
い

に
は
集
落
の
消
滅
に
ま
で
至
り
､
跡
地
の
60
パ
ー
セ
ン
ト
が
荒
廃

し
て
い
る
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
｡
勿
論
､
そ
こ
に
は
人
為
的
な

側
面
ば
か
り
で
は
な
-
､
自
然
災
害
等
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
場

合
も
あ
る
わ
け
で
す
が
｡

単
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
が
少
な
-
な
る
と
言
う
だ

け
で
は
な
い
､
社
会
構
造
の
面
か
ら
見
て
も
､
由
々
し
き
大
問
題

が
起
き
て
い
る
の
で
す
｡

林

そ
う
い
う
構
造
変
化
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
､
個
人
の

力
で
は
､
食
い
と
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
､
対
応
す
る
の
も
容
易

で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
｡

藤
原

か
つ
て
は
､
い
ろ
い
ろ
な
人
と
仲
良
-
や
っ
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
い
ま
は
､
限
ら
れ
た
人
と
し
か
付
き
合
わ

な
い
｡
こ
れ
が
問
題
で
す
｡

林

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
が
縮
小
し
､
否
応
な
-
戟

囲
が
狭
ま
っ
て
し
ま
う
｡
そ
の
揚
句
､
自
分
の
気
の
合

っ
た
者
と

し
か
友
達
関
係
を
作
れ
な
-
な
っ
て
き
て
い
ま
す
｡

藤
原

そ
う
い
う
若
者
が
会
社
に
入
る
と
､
気
に
い
ら
な
い
と
す

ぐ
辞
め
て
し
ま
う
｡
上
司
に
対
し
て
も
友
達
に
話
し
か
け
る
よ
う

な
こ
と
ば
遣
い
で
は
複
雑
な
人
間
関
係
を
維
持
出
来
な
い
｡
そ
う

い
う
若
者
が
増
え
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
｡

林

″
こ
と
ば
遣
い
″
の
習
得
は

一
生
続
-
も
の
で
す
｡
異
な
る

社
会

へ
進
め
ば
新
し
い
こ
と
ば
遣
い
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
す
｡

む
か
し
は
自
然
に
移
行
出
来
た
も
の
で
す
が
､
い
ま
は
､
異
な

る
社
会
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
な
か
な
か
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
｡
し
ん

ど
い
こ
と
は
､
い
ま
の
若
者
は
い
や
が
る
｡
自
分
の
気
持
ち
を
相

手
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
努
力
が
必
要
な
の
だ
が
､
現
在
は
そ

れ
が
弱
-
な
っ
て
き
て
い
る
｡
大
学
で
も
難
し
い
勉
強
は
避
け
た

が
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
ね
｡

藤
原

私
の
英
語
史
の
授
業
で
お
こ
っ
た
こ
と
で
す
が
'
英
語
で

作
成
し
た
プ
リ
ン
ト
を
用
い
て
い
た
ら
､
だ
ん
だ
ん
と
受
講
生
が

減
少
し
て
き
ま
し
た
｡
と
こ
ろ
が
'
プ
リ
ン
ト
を
日
本
語
に
切
り

替
え
た
ら
受
講
生
が
増
加
し
ま
し
た
｡

ま
た
､
卒
論
を
日
本
語
で
書
い
て
も
よ
い
英
文
科
で
は
､
英
語

で
書
-
学
生
が
減

っ
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
｡
こ
れ
で
は
英
語
の

力
は
つ
か
な
い
｡

か
つ
て
若
者
を
鍛
え
る
の
に
は
､
語
学
の
学
習
は
格
好
の
材
料

で
し
た
｡

い
ま
の
学
生
は
自
分
を
鍛
え
よ
う
､
難
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
よ

う
と
い
う
気
持
ち
が
薄
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
ま
せ
ん

ね
｡

林

困
難
を
乗
り
越
え
る
力
の

〝喪
失
″
が
､
そ
こ
ま
で
深
刻

な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
｡
そ
う
な
る
と

｢自

己
確
立
｣
も

｢自
己
実
現
｣
も
難
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
｡

7



語
学
教
育
の
再
考

藤
原

私
た
ち
が
学
生
の
頃
は
第
二
外
国
語
を
何
に
す
る
か
迷

っ

た
も
の
で
す
｡
特
に
､
大
学
院
の
入
試
で
は
第
二
外
国
語
の
出
来

不
出
来
が
合
否
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
｡
い
ま
は
､
そ
の
習
得

の
意
識
や
意
義
は
か
な
り
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
｡

林

外
国
語
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
､
単
に

〟文
献
″

を
読
む
と
い
う
だ
け
で
は
な
-
'
相
手
と
の
意
志
の
疎
通
'
気
持

ち
の
交
流
や
相
手
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
す
｡

藤
原

で
す
か
ら
､
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
外
国

語
習
得
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
わ
け
で
す
｡
外
国
語
が
使
え
る
､

身
に
つ
-
と
い
う
こ
と
は
'
単
に
単
語
を
暗
記
し
た
り
文
法
を
覚

え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
｡

林

そ
の
意
味
で
の
外
国
語
の
習
得
は
大
切
で
す
｡

い
ま
ま
で
の
外
国
語
教
育
で
の
学
習
方
法
は
､
そ
の
〟
こ
と
ば
″

の
正
し
い
文
法
を
学
習
し
て
､
そ
の
文
法
に
の
っ
と
っ
て
使
う
と

い
う
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
｡

″
こ
と
ば
″
は
'
そ
れ
を
使
っ
て
こ
ち
ら
の
気
持
ち
や
情
報
を
相

手
と
共
有
す
る
と
言
う
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
す
｡

藤
原

そ
の
よ
う
な
目
的
意
識
を
持
っ
て
学
ぶ
の
と
､
形
式
か
ら

学
ぶ
と
言
う
こ
と
で
は
意
味
が
違
い
ま
す
｡

学
習
す
る
場
合
で
も

″日
的
意
識
を
持
つ
″
こ
と
は
重
要
な
こ

と
で
す
｡
し
か
し
､
た
と
え
目
的
意
識
が
な
-
て
も
､
外
国
語
を

学
習
す
る
こ
と
で
異
文
化
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
､
見
識
や
世

界
が
広
が
り
日
常
生
活
も
豊
か
に
な
り
ま
す
｡
知
り
合
う
人
も
増

え
ま
す
し
ね
｡

林

〟
こ
と
ば
″
を
共
有
す
る
と
言
う
こ
と
は

｢人
間
関
係
｣
の

基
本
で
す
｡

藤
原

こ
の
頃
は
多
-
の
人
が
､
日
常
､
運
用
で
き
る
外
国
語
の

習
得
の
重
要
性
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡

林

最
近
で
は
､
外
国
か
ら
の
観
光
客
へ
留
学
生
､
働
-
人
も

多
-
な
っ
て
き
ま
し
た
し
､
町
の
中
や
交
通
機
関
に
も
複
数
の
外

国
語
の
表
示
が
増
え
て
き
ま
し
た
｡

藤
原

小
学
校
で
も
､
外
国
語
に
日
常
的
に
慣
れ
よ
う
と
い
う
こ

と
で
､
低
学
年
の
段
階
か
ら
外
国
語
を
学
習
し
ょ
う
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
き
ま
し
た
｡

林

国
語
能
力
も
十
分
に
身
に
つ
か
な
い
う
ち
か
ら
外
国
語
習

得
を
と
い
う
こ
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
｡

藤
原

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
､
国
語
の
学
習
時
間
を
減
ら
し
て

ま
で
外
国
語
学
習
を
進
め
る
と
言
う
こ
と
で
は
､
意
味
が
あ
り
ま

せ
ん
｡

林

少
な
-
と
も
､
両
方
の
言
語
を
同
レ
ベ
ル
で
平
行
し
て
学

習
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
｡

藤
原

日
本
語
が
成
立
し
､
発
達
し
て
き
た
環
境
や
こ
と
ば
の
組

み
立
て
は
'
例
え
ば
'
英
語
や
中
国
語
の
そ
れ
と
で
は
違
い
が
あ

り
ま
す
｡

外
国
語
教
育
で
は
'
そ
の
違
い
を
学
習
さ
せ
気
付
か
せ
る
こ
と

も
大
切
な
こ
と
で
す
｡

林

母
国
語
と
外
国
語
と
で
は
､
い
ろ
い
ろ
な
面
で
違
い
が
あ

る
わ
け
で
す
｡
し
か
し

〟違
い
″
の
向
こ
う
に
は
､
人
間
と
し
て

の
共
有
す
る
も
の
の
共
通
点
が
あ
る
と
言
う
こ
と
に
気
付
い
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
｡

手
を
繋
い
で
輪
に
な
ろ
う

林

藤
原
さ
ん
は
､
学
内
で
は
､
本
来
の
研
究
活
動
以
外
の
､

出
版
会
の
仕
事
を
は
じ
め
と
し
た
､
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
献
身

的

･
精
力
的
に
奉
仕
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
､
毎
年
行
わ

れ
る

｢
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
｣
も
藤
原
さ
ん
が
実
行
委
員
長
を
さ
れ

て
い
る
の
で
し
た
ね
｡

藤
原

今
年
は
ほ
か
の
方
に
実
行
委
貞
長
を
交
代
し
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
が
､
こ
の
二
年
間
は
､
私
が

｢著
渓

･
筑
波
グ
ラ
ン
ド
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
｣
の
企
画
実
施
の
責
任
者
と
し
て
か
か
わ
っ
て
き

ま
し
た
｡

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
目
的
は
､
社
会
に
出
て
活
躍
す
る
多
-
の

先
輩
方
や
､
大
学
の
教
職
員
､
在
学
生
が
年
に
一
度
､

一
堂
に
会

し
て
交
流
を
深
め
､
若
者
が
先
輩
か
ら
､
社
会
生
活
で
の
経
験
談

を
聞
き
､
そ
れ
を
直
接
､
肌
で
感
じ
た
り
､

一
方
､
先
輩
方
に
は

大
学
の
現
状
や
様
子
を
見
聞
し
て
も
ら
っ
た
り
､
若
者
の
意
見
や

希
望
を
じ
か
に
聞
い
て
も
ら
っ
た
り
す
る
機
会
を
持
つ
と
い
う
こ

と
に
あ
り
ま
す
｡
世
代
や
学
域
な
ど
を
越
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
深
ま
り
､
高
ま
り
を
持
と
う
と
い
う
こ
と
で
す
｡

毎
回
､
｢筑
波
力
を
活
か
す
｣､
｢繋
ぐ
｣
な
ど
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ

を
設
定
し
､
双
方
の
秤
を
強
め
る
試

み
と
し
て
'毎
年
､有
漢
会
館
と
大
学

と
で
､
交
互
に
開
催
す
る
集
い
を
継

続
し
て
参
り
ま
し
た
｡

今
年
も
､
同
様
の
趣
旨
か
ら
テ
ー

マ
を

｢環
｣
と
し
て
､
こ
の
1
月
31

日
(土
)午
後
1
時
か
ら
'
筑
波
大
学

内
の
大
学
会
館
を
会
場
に
開
催
し
ま

す
｡ご

縁
の
あ
る
老
壮
青
の
各
世
代
の

方
々
に
一
人
で
も
多
-
参
加
し
て
い

た
だ
い
て
､
互
い
に
直
接
ふ
れ
合

っ

て

″
こ
と
ば
″
を
交
わ
し
合
い
､
相

手
の
思
い
や
意
見
､
考
え
方
に
耳
を

傾
け
て
､
い
わ
ゆ
る
｢話
し
上
手
は
聞

き
上
手
｣
と
な
れ
る
学
習
の
機
会
と

し
て
､
お
互
い
の

｢環
～
輪
～
和
｣

を
創
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
｡

林

テ
ー
マ
を
掲
げ
て
の
交
流
は
有
益
だ
と
思
い
ま
す
｡

同
じ
日
本
人
で
あ
っ
て
も
､
そ
し
て
同
じ
大
学
で
学
ん
だ
り
､

現
に
学
ん
で
い
て
も
､
生
ま
れ
育
っ
た
時
代
や
環
境
､
あ
る
い
は

人
的
交
流
関
係
に
よ
っ
て
､
各
人
の
体
験
す
る
世
界
は
決
し
て

一

様
で
は
な
い
は
ず
で
す
｡

筑
波
大
学
も
著
渓
会
も
､
そ
う
い
っ
た
多
様
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー

に
富
ん
だ
人
材
を
結
び
つ
け
る

″秤

″
な
の
で
す
か
ら
'
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
を
き
っ
か
け
に
､
そ

の
″秤
″
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
新

し
い
結
び
つ
き
の
展
開
が
生
ま
れ
発
展
す
る
よ
う
に
､
み
ん
な
で

意
欲
を
高
め
た
い
も
の
で
す
ね
｡

幸
い
､
年
々
盛
り
上
が
り
を
感
じ
て
い
ま
す
L
t
今
年
も
幅
広

い
共
感

･
共
鳴
の
成
果
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
｡

藤
原

私
た
ち
は
､
グ
ロ
ー
バ
ル
な
交
流
時
代
に
生
ま
れ
合
わ
せ

た
の
で
す
か
ら
､
い
ろ
ん
な
国
や
社
会
の
人
々
と
の
交
流
が
､
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
拡
が
る
の
で
し
ょ
う
が
､
″
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
″
と

〟
こ
と
ば
を
通
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
″
を
中
核
に
し
た
交

流
を
何
よ
り
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
｡
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
と
い
う
試
み
か
ら

一
人
で
も
多
-
の
若
者
が
こ
の
こ

と
に
気
付
い
て
-
れ
る
キ
ッ
カ
ケ
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
｡



日
本
の
俳
句
と
英
米
の
詩

講
師
/
大
関
靖
博

(俳
人

･
高
千
穂
大
教
授
)

10
月
18
日
(土
)
東
京

･
著
渓
会
館
に
て

大
関
氏
は
は
じ
め

に
､
日
本
の
禅
の
精

神
を
世
界
に
紹
介
し

た
鈴
木
大
拙
を
取
り

上
げ
､
詩
の
日
英
比

較
の
話
を
始
め
た
｡

鈴
木
大
拙
は
'
英
詩

が
日
本
の
俳
句
な
ど

に
比
べ
て
長
い
こ
と

に
つ
い
て
､
概
念
的

に
解
釈
す
る
こ
と
を

延
々
と
続
け
る
コ
ン

セ
プ
チ
ャ
ラ
イ
ズ
に

そ
の
特
色
を
認
め
'

一
方
､
俳
句
は
短
詩
型
で
サ
イ
レ
ン
ト
で
あ
る
け
れ
ど
も
逆
に
雄

弁
で
あ
る
､
と
い
っ
て
い
る
｡
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
の
中
に
も
短
詩

志
向
が
み
ら
れ
る
｡
世
界
文
学
の
中
で
も
､
日
本
の
詩
の
短
さ
が
､

純
粋
な
美
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
表
現
し
､
型
式
と
内
容
と
の
調
和
あ

る
結
合
を
も
た
ら
し
た
､
と
評
価
さ
れ
て
い
る
｡

つ
づ
い
て
大
関
氏
は
､
詩
の
日
英
比
較
の
た
め
に
､

W
･
ブ
レ

イ
ク
と

一
茶
､
W

･
C

･ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
寺
山
修
二

･吉
田
汀

史
'
l

･
ダ
ン

と山
崎
十生
､
J

･
キ
ー
ツ
と
芭
蕉
の
4
組
を
取

り
上
げ
､
作
者
の

″人
と
思
想
″
を
紹
介
し
'
作
品
を
読
み
､
鑑

賞
し
な
が
ら
､
双
方
の
詩
の
発
想
や
概
念
の
共
通
性
を
探
っ
て
い

っ
た
｡

こ
こ
で
は
､
4
組
の
比
較
の
お
話
の
中
の
一
例
に
つ
い
て
紹
介

す
る
｡

大
関
氏
は
､
イ
ギ
リ
ス
20
世
紀
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
詩
人

･

l
･
キ
ー
ツ
の
｢ギ
リ
シ
ャ
古
婆
の
う
た
｣
の
一
節
を
取
り
上
げ
た
｡

耳
に
ひ
び
く
音
楽
は
美
し
く
､
耳
に
ひ
び
か
ぬ
歌
は
こ
と
さ

ら
美
し
い
｡
/
さ
あ
そ
の
静
か
な
笛
を
吹
い
て
お
く
れ
｡
/

人
の
耳
に
で
は
な
く
､
も
っ
と
し
ん
み
り
と
/
霊
魂
に
音
の

な
い
歌
を
吹
き
な
ら
し
て
お
く
れ
｡

こ
れ
に
対
し
て
松
尾
芭
蕉
の
俳
句
を
比
較
し
て
取
り
上
げ
た
｡

須
磨
寺
や
ふ
か
ぬ
笛
き
く
木
下
闇

耳
に
き
こ
え
る
音
楽
よ
り
､
き
こ
え
な
い
音
楽
の
方
が
美
し
い

と
､
キ
ー
ツ
は
発
想
す
る
｡
そ
れ
と
同
じ
発
想
で
､
芭
蕉
は
吹
-

人
は
い
な
い
の
に
笛
の
音
が
き
こ
え
る
､
と
詠
ん
で
い
る
｡
須
磨

寺
は
源
平
合
戦
の
時
､
平
敦
盛
が
熊
谷
直
実
に
討
た
れ
た
と
き
の

｢青
葉
の
笛
｣
を
寺
宝
と
し
て
お
り
､
そ
の
こ
と
を
背
景
と
し
て
こ

の
句
を
詠
ん
だ
｡
キ
ー
ツ
の
場
合
は
､
ギ
リ
シ
ャ
の
古
い
壷
に
措

か
れ
た
絵
か
ら
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
､
芭
蕉
は
唐
詩
選

の
胡
歌
を
踏
ん
で
い
る
よ
う
だ
｡
た
だ
､
キ
ー
ツ
の
詩
の
方
は
き

こ
え
な
い
音
楽
が
美
し
-
き
こ
え
､
芭
蕉
の
俳
句
の
ほ
う
は
悲
し

い
調
べ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
-
0

最
後
に
大
関
氏
は
､
英
語
教
育
の
方
法
と
し
て
､
日
本
文
化
と

外
国
文
化
に
共
通
す
る
概
念
を
も
っ
た
教
材
か
ら
勉
強
さ
せ
た
い

と
の
発
想
か
ら
､
英
米
詩
と
日
本
の
俳
句
と
の
比
較
を
試
み
た
､

と
の
お
話
が
あ
っ
た
｡

日
本
人
の
詩
と
外
国
人
の
詩
を
比
較
す
る
と
い
う
意
表
を
つ
い

た
テ
ー
マ
の
講
座
で
､
参
加
者
か
ら
は

｢比
較
す
る
と
い
う
こ
と

は
全
-
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
非
常
に
新
鮮
な
気
持
ち
で
､

俳
句
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
っ
た
｣

と
の
感
想

も
寄
せ
ら
れ
､
盛
会
だ
っ
た
｡

身
の
ま
わ
り
の
セ
ン
サ
ー
の
話

-

電
子
情
報
産
業
を
支
え
る
先
端
技
術
の
開
発

講
師

/
柴
崎

一
郎

(旭
化
成
㈱
顧
問
)

10
月
25
日
(土
)
筑
波
大

･
大
学
会
館
に
て

｢身
の
ま
わ
り
の
セ
ン
サ
ー
の
話
｣
と
い
う
演
題
で
､
10
月
25
日

(土
)筑
波
大
学
大
学
会
館
で
開
か
れ
た
つ
-
ば
公
開
講
座
は
､
な

か
な
か
難
し
い
テ
ー
マ
で
は
あ
っ
た
が
､
約
50
人
の
高
校
生
と
そ

れ
と
同
数
に
近
い
大
学
生
の
参
加
､
そ
れ
に
一
般
の
参
加
者
多
数

を
得
て
､
い
つ
も
の
講
座
と
は
す
っ
か
り
雰
囲
気
が
違

っ
て
い
た
｡

筑
波
大
学
の
藤
原
保
明
先
生

(本
会
理
事
)
か
ら
の
講
師
紹
介

に
よ
れ
ば
､
講
師
の
柴
崎

一
郎
さ
ん
は
､
東
京
教
育
大
学
大
学
院

卒
業
後
､
旭
化
成
㈱
に
入
社
さ
れ
､
日
本
の
最
先
端
技
術
の
開
発

に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
る
｡

ホ
ー
ル
素
子
と
呼
ば
れ
る
磁
気
セ
ン
サ
ー
の
開
発
と
い
う
現
代

世
界
の
電
子
情
報
産
業
を
支
え
る
最
先
端
技
術
を
リ
ー
ド
し
た
柴

崎
さ
ん
に

｢科
学
を
創
り
科
学
を
応
用
す
る
｣
そ
の
楽
し
さ
と
ご

苦
労
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
｡

柴
崎
さ
ん
が
長
年
従
事
さ
れ
た
研
究
所
は
静
岡
県
富
士
市
に
あ

る
が
'
講
演
は
美
し
い
富
士
山
の
ス
ラ
イ
ド
上
映
か
ら
は
じ
ま
り
､

日
本

一
の
富
士
と
並
ぶ
世
界

一
の
技
術
を
志
す
､
と
の
意
気
込
み

を
語
ら
れ
た
｡

9

セ
ン
サ
ー
と
は
何
か
､

テ
レ
ビ
､
パ
ソ
コ
ン
､

ケ
ー
タ
イ
､
自
動
ド
ア

と
､
あ
ら
ゆ
る
電
化
製

品
に
使
わ
れ
て
い
る
が
､

セ
ン
サ
ー
は
ど
こ
に
あ

る
か
見
え
ず
､
し
か
も
､

セ
ン
サ
ー
が
な
け
れ
ば

現
代
は
成
り
立
た
な
い



ほ
ど
で
あ
る
｡
人
間
で
い
え
ば
光
セ
ン
サ
ー
は
目
に
､
音
響
セ
ン

サ
ー
は
耳
に
'
匂
い
セ
ン
サ
ー
は
鼻
に
あ
た
る
｡
こ
う
考
え
る
と
､

セ
ン
サ
ー
が
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
｡現

在
の
セ
ン
サ
ー
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
が
基
礎
に
な
っ
て
創

ら
れ
た
技
術
で
あ
る
｡
｢
ホ
ー
ル
効
果
｣
と
い
う
物
理
現
象
を
応
用

し
て
､
化
合
物
半
導
体

lnS
b
(イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ン
チ
モ
ン
)
を
材

料
に
半
導
体
薄
膜
磁
気

セ
ン
サ
ー
を
開
発
し
た
｡
｢
ホ
ー
ル
素
子
｣

と
呼
ば
れ
る
こ
の
技
術
を
､
柴
崎
氏
は
入
社
間
も
な
い
若
い
頃
完

成
さ
せ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
今
で
は
年
間
15
億
個
を
生
産
し
､

市
場
占
有
率
70
%
で
あ
る
｡
こ
の
技
術
は
､
さ
ら
に
将
来
に
向
か

っ
て
改
善
が
進
め
ら
れ
､
ナ
ノ
薄
膜
ホ
ー
ル
素
子
の
量
産
体
制
も

出
来
て
き
た
｡

講
演
で
は
､
ホ
ー
ル
素
子
の
原
理
に
つ
い
て
磁
石
と
電
流
の
関

係
の
実
験
を
動
-
映
像
で
わ
か
り
や
す
-
説
明
さ
れ
た
｡

『
ホ
ー
ル
効
果
と
い
う
単
純
な
物
理
現
象
が
産
業
に
大
き
な
貢

献
が
出
来
る
』
と
､
柴
崎
氏
は
強
調
し
た
｡

講
演
の
終
わ
り
に
､
｢不
満
は
技
術
発
展
の
母
で
あ
る
｣
｢智
恵

が
ビ
ジ
ネ
ス
や
産
業
の
発
展
を
生
む
｣

｢蒔
い
た
種
は
必
ず
生
え
､

育
つ
｣
な
ど
､
経
験
か
ら
出
た
力
強
い

″柴
崎
語
録
″
を
話
さ
れ

参
加
者
に
感
銘
を
与
え
た
｡

ニ

ュ
ー

ス

は

速

く

正

確

に

-
放
送
の
舞
台
裏
か
ら

講
師
/
池
田
達
郎

(N
H
K
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

平
成
3
年
筑
波
大
学

教
育
研
究
科
卒
)

11
月
8
日
(土
)
筑
波
大

･
大
学
会
館
に
て

池
田
氏
は
N
H
K
テ
レ
ビ
で
日
ご
ろ
見
慣
れ
て
い
る
顔
で
あ
り
､

筑
波
大
O
B
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
関
心
が
高
-
'
参
加
者
が
多

か
っ
た
｡
池
田
氏
は
講
演
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
｡

｢阪
神
淡
路
大
栗
災
の
報
道
L
か
ら
学
ん
だ
こ
と

い
ま
N
H
K
で
は
､
放
送
の
柱
と
し
て

｢命
を
大
切
に
す
る
｣

｢命
を
守
ろ
う
｣
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡
災
害
の
報
道

の
な
か
で
は

｢
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
て
-
だ
さ
い
｣

と

呼
び
か
け
､
そ
れ
を
聞
い
て
助
か
っ
た
人
が

一
人
で
も
い
れ
ば

､

こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
な
い
｡
今
日
は
報
道
を
つ
う
じ
て
手

ご
た
え
が
あ
っ
た
こ
と
の
話
を
し
た
い
と
思
う
｡

私
の
最
初
の
勤
務
地

は
岡
山
だ
っ
た
｡
平
成

7
年
1
月
に
地
震
に
出

あ
っ
た
｡
そ
れ
が

｢阪

神
淡
路
大
震
災
｣

だ
っ

た
｡
局
に
出
る
と

｢神

戸
に
行
け
｣

と
言
わ
れ

た
｡
公
共
交

通
機
関
は
､

す
べ
て
ス
ト
ッ
プ
し
て

い
た
の
で
タ
ク
シ
ー
で
中
国
山
地
か
ら
山
越
え
で
神
戸
に
入
っ
た
｡

途
中
は
の
ど
か
な
田
園
風
景
だ
っ
た
が
､
六
甲
の
峠
を
越
え
､
神

戸
の
町
を
見
た
と
き
､
黒
煙
が
何
本
も
あ
が
り
､
こ
れ
は
大
変
な

こ
と
だ
と
思
っ
た
｡

初
日
は
､
生
き
埋
め
に
な
り
救
出
さ
れ
た
現
場
で
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
を
し
た
｡
小
さ
な
余
震
で
も
､
す
ぐ
に
反
応
す
る
多
-
の
人
々

を
見
て
､
地
震
が
人
々
に
与
え
た
心
理
的
シ
ョ
ッ
ク
の
大
き
さ
を

感
じ
た
｡
3
日
目
は
ラ
ジ
オ
の
放
送
を
担
当
｡
そ
こ
で
､
神
戸
の

現
場
で
は
､
放
送
し
た
い
原
稿
が
山
ほ
ど
あ
る
の
に
､
1
時
間
の

放
送
時
間
の
う
ち
わ
ず
か
3
分
の
み
｡
40
分
は
東
京
の
放
送
局
か

ら
地
震
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
活
断
層
の
話
で
､
15
分
は
大
阪
の
放
送

局
か
ら
の
放
送
だ
っ
た
｡

私
は
､
あ
る
病
院
で
人
工
透
析
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
な
人
の

名
前
を
読
み
上
げ
る
こ
と
に
な
り
､
大
切
な
こ
と
な
の
で
､
ゆ
っ

-
り
､
繰
り
返
し
読
み
上
げ
た
｡
神
戸
の
人
た
ち
に
は
､
地
震
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
よ
り
､
ど
こ
へ
行
け
ば
治
療
が
う
け
ら
れ
る
の
か
､

ど
こ
へ
行
け
ば
食
事
が
取
れ
る
の
か
と
い
っ
た
報
道
の
ほ
う
が
重

要
だ
と
思
っ
た
｡

こ
の
時
の
震
災
報
道
の
経
験
か
ら
､
い
ま
は
実
際
に
被
害
に
遭

っ
た
現
地
の
人
へ
の
放
送
と
全
国
向
け
の
放
送
の
二
系
統
に
分
け

て
放
送
す
る
よ
う
改
善
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
か
ら
の
放
送

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
仕
事
は

｢ど
う
わ
か
り
や
す
-
伝
え
る
か
し

だ
｡
私
の
尊
敬
す
る
島
村
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
か
ら
は
､
｢
ア
ナ
ウ
ン
サ

ー
は
見
聞
き
し
た
も
の
の
多
寡
が
問
わ
れ
る
｣
と
言
わ
れ
､
｢現
場

に
出
な
さ
い
｣
と
い
つ
も
言
わ
れ
た
｡
｢数
秒
の
た
め
に
1
日
つ
ぶ

す
｣

こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
だ
｡

そ

の
言
葉
の
持
つ

｢重
み
｣
を
ど
う
伝
え
る
か
考
え
な
が
ら
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
の
仕
事
を
し
て
い
る
｡

こ
れ
か
ら
の
放
送
は
､
多
メ
デ
ィ
ア
､
多
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
時
代

だ
｡
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
を
取
捨
選
択
す
る
時
代
に
な

っ
て
き
て
い
る
｡

｢そ
の
情
報
は
有
益
な
の
か
｣
｢そ
の
情
報
は
本
当
な
の
か
｣

一

人
ひ
と
り
が
し
っ
か
り
見
極
め
る
力
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な

い
｡

も
の
の
見
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
あ
る
｡
そ
れ
を
断
定
的

10



に
伝
え
た
ら

｢情
報
｣

で
は
な
-
な
る
｡
視
聴
者
に
考
え
る
素
材

を
提
供
す
る
の
が
放
送

の
任
務
だ
｡
ぜ
ひ
､
疑
問
を
持
ち
な
が
ら

テ
レ
ビ
を
見
て
ほ
し
い
｡
そ
う
す
る
と
'
テ
レ
ビ
の
見
方
が
変
わ

り
､
も
っ
と
知
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
湧
い
て
-
る
と
思
う
｡

筑
波
大
出
身
者
が
30
%
を
担
当

い
ま
､
N
H
K
に
い
る
5-0
人
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
内
､
筑
波
大

学
の
出
身
者
は
11
人
い
る
｡
ス
ポ
ー
ツ
番
組
と
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を

担
当
す
る
者
が
多
い
よ
う
だ
｡

首
都
圏
の
平
日
の
N
H
K
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
は
定
時
の
5
分
､

10
分
の
番
組
を
除
い
て
合
計
8
時
間
20
分
だ
が
､
そ
の
う
ち
2
時

間
35
分
に
筑
波
大
学
の
出
身
者
が
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
し
て
登
場
し

て
い
る
｡
私
の
他
に
､
夜
7
時
か
ら
の

｢
ニ
ュ
ー
ス

セ
ブ
ン
｣

を
武
田
真

一
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
(平
成
2
年
第

一
学
群
社
会
芋
類
)が
､

夜
9
時
か
ら
の

｢
ニ
ュ
ー
ス

ウ
オ
ッ
チ

ナ
イ
ン
｣

を
青
山
裕

子
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
(平
成
7
年
体
育
専
門
学
群
)
が
担
当

し
て
い
る
｡

に
新
た
に
4
路
線
開
通
し
た
｡

北
京
で
は
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
が
続
き
､
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
北
京
に

は
､
大
き
な
効
果
が
あ
っ
た
が
､
中
国
全
体
と
し
て
は
､
あ
ま
り

大
き
な
効
果
は
な
か
っ
た

さ
ら
に
､
北
京
の
経
済
規
模
は
中
国
の
な
か
で
3
･
6
%
を
占
め
る

に
過
ぎ
ず
､
中
国
全
体

へ
の
影
響
は
小
さ
い
｡

現
在
､
中
国
の
経
済
は

｢下
り
坂
｣
だ
が
､
こ
れ
は
､
オ
リ
ン

ピ
.ツ
タ
と
､
直
接
関
係
は
な
い
.

中
国
経
済
の
発
展
と
構
造
問
題

1
9
7
8
年
に
始
ま
っ
た

｢改
革

･
開
放
｣
政
策
か
ら
30
年
た

っ
た
｡
経
済
規
模
は
､
10
年
前
は
日
本
の
20
%
だ
っ
た
が
'
昨
年

は
40
%
'
今
年
は
50
%
に
な
る
だ
ろ
う
｡
2
0
0
7
年
の
国
民
1

人
あ
た
り
の
G
D
P
は
7
5
0
0
S
で
世
界
4
位
で
あ
る
｡

こ
れ
か
ら
大
き
-
変
わ
っ
て
い
-
の
は
､

Ⅲ｢農
村
か
ら
都
会

へ
の
人
口
の
移
動
｣
で
'
毎
年
1
5
0
0
万
人

が
移
動
す
る

(現
在

中
国
の
都
市
人
口
は
45
%
)｡
そ
れ
に
伴

い
'
都
市
の
住
宅
の
建
設
'
上
下
水
道
の
整
備
が
急
が
れ
る
｡

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
の
中
国

講
師

/
朱

炎

(書
士
通
総
研
主
席
研
究
員
)

11
月
15
日
(土
)
東
京

･
有
漢
会
館
に
て

朱
炎
氏
は
講
演
で
､
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
の
中
国
経
済
の
動
向
に

つ
い
て
話
さ
れ
た
が
'
満
席
の
参
加
者
は
､
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
直
後
だ
け
に
､
興
味
深
-
話
に
耳
を
か
た
む
け
た
｡

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
経
済
効
果
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
不
況

中
国
に
と
っ
て
'
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
確
か
に
､
起
爆
剤
で
あ
る

が
､
競
技
の
90
%
は
北
京
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
､
経
済
効
果
は

北
京
に
限
ら
れ
る
｡

北
京
か
ら
帰

っ
て
き
た
ば
か
り
だ
が
､
北
京
で
は
､
太
陽
が
肉

眼
で
は
見
え
な
い
ほ
ど
大
気
汚
染
は
ひ
ど
い
｡
大
気
汚
染
防
止
の

た
め
､
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
期
間
中
は
､
1-0
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
｢首

都
鉄
鋼
所
｣
の
操
業
を
止
め
た
り
も
し
た
｡

北
京
の
地
下
鉄
は
､
従
来
の
4
路
線
が
､
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で

刷
｢
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
｣
の
問
題

も
大

き
い
｡
2
0
0
7
年

に
は
8-0
万
台
を
生

産

･
販
売
し
て
い
る

(日
本
は
6-0
万
台
)｡

現
在
人
口
1
･
2
億
の
日

本
で
8
0
0
0
万
台

の
車
を
保
有
し
て
い

る
が
13
億
人
の
中
国

で
は
4
0
0
0
万
台

を
保
有
す
る
に
過
ぎ

な
い
｡
大
き
な
マ
ー

ケ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と

が
お
分
か
り
い
た
だ

け
る
と
思
う
｡

㈲｢高
速
鉄
道
網
の
整

備
｣
は
､
新
規
に
6

路
線
､
1
万
血
の
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
｡
北
京
と
天
津
の

鉄
道
は
7
月
か
ら
運
行
を
始
め
た
｡
車
両
は
日
本
の
｢新
幹
線
｣

の
技
術
を
導
入
し
､
カ
ー
テ
ン
や
じ
ゅ
う
た
ん
の
色
ま
で
同
じ

色
で
あ
る
｡

仙｢原
子
力
発
電
所
の
建
設
｣
は

22基
が
予
定
さ
れ
て
お
り
､
完
成

す
る
と
世
界
で
最
多
と
な
る

｡

現
在
､
中
国
の
抱
え
て
い
る
問
題
と
し
て
は

○
投
資

･
外
需
依
存
の
経
済
成
長

○
格
差
の
拡
大

○
環
境
問
題

砂
漠
化
､
水
質
汚
染

大
気
汚
染

水
不
足

○
貿
易
摩
擦

-

な
ど
が
あ
る
｡

中
国
経
済
の
調
整
と
金
融
危
機
の
影
響

○
経
済
成
長
の
減
速
が
始
ま
っ
た
｡
2
0
0
3
年
か
ら
2
桁
の
成

長
を
続
け
て
き
た
が
､
今
年
は
10
%
以
下
に
な
り
そ
う
で
あ
る
｡

輸
出
は
従
来
25
-
28
%
の
伸
び
で
あ
っ
た
が
､
今
年
は
20
%
程

度
｡
輸
出
関
連
の
中
小
企
業
の
倒
産
が
目
立
つ
｡
不
動
産
も
北

京
で
は
ま
だ
プ
ラ
ス
だ
が
'
上
海
で
は
マ
イ
ナ
ス
､
広
州

･
深

桝
で
は
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
き
た
｡
株
式
市
場
の
落
ち

込
み
も
激
し
い
｡

O
｢金
融
危
機
｣

の
影
響

中
国
で
は
直
接
的
な
影
響
は
少
な
い

が
､
投
資
･
消

費
に
影
響
-
政
府
は
素
早
-
対
応

○
中
国
が
最
も
警
戒
し
て
い
る
の
は

｢失
業
者
の
増
大
｣
で
あ
る
｡

い
ま
中
国
の
失
業
者
は
現
在
2
0
0
0
万
人
と
い
わ
れ
る
｡
広

東
省
に
は
5
0
0
0
万
-
8
0
0
0
万
人
の

｢出
稼
ぎ
｣

が
い

る
｡
こ
の
人
た
ち
の
多
-
が
失
業
す
れ
ば
､
大
問
題
と
な

る
｡

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
中
国
社
会
の
変
化

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
機
会
に
､
海
外
メ
デ
ィ
ア
に
は
報
道
の
規
制

緩
和
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
今
年
か
ら
は
､
取
材
対
象
が
O
K
な
ら
､

政
府
は
N
O
と
言
わ
な
-
な
っ
た
｡

人
事
面
で
も
政
治
改
革
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
る
｡
例
え

ば
､
問
題
が
起
き
た
と
き
高
官
が
引
責
辞
任
や
解
任
さ
れ
た
り
､

国
家
主
席

･
首
相
か
ら
大
臣
ク
ラ
ス
ま
で

｢全
人
代
｣
の
承
認
が

必
要
と
な
る
な
ど
の
改
革
が
進
ん
で
い
る
O

ll



顕彰式･枕資金 平成20年11月28日(金)東京･著渓会館

社団法人 著渓会が著渓創基130周年を記念 して行 ってお ります顕彰事

業は､今年で 7回目を迎 えました｡

顕彰対象は､各地で､例 え広 く知 られてい らっしゃらない方々であっ

て も､社会貢献 をされてお られる個人､団体で､全国的な規模で推薦 さ

れた方々です｡私 どものささやかな働 きかけではあ ります ものの､そう

いった方々をこそ世 に顕 していこうと努めているつ もりです｡

今回は個人 4件､団体 5件 を顕彰 させていただ きました｡

(西野理事長の挨拶か ら)

(以下 順不同 ･敬称略)

募金活動のため街頭に立つ逗子高生

岡本和子氏

テープマガジン作成中

-ボックスも膝
の上に見える-

挨
拶
す
る
西
野
理
事
長

種子島の語 り部 ｢ぢろく囲炉裏)の会｣(代表 鮫島 トシ)

長年にわたり個人の立場で地域の歴史や文化の伝詠に

取 り組んでいた元小学校教員等 4名の活動を､2007(平成

19)年あらたに ｢ぢろの会｣として組織的な活動を発足さ

せた｡以来､小学生たちに､学校では学ぶ機会の少ない

郷土の民俗行事や伝説 ･民話等を年長者とのふれあいを

通 して習得させ､子ども語 り部を育成 している｡また､

子どもたちに背負い龍作 りやお手玉作 り等を体験させて

｢自分｣を育んでくれた郷土-の誇 りを持たせている｡

神奈川県立逗子高等学校サービスラーニングセンター

(代表生徒 田丸美由 顧問教諭 松本一彦)

全国で初めて高等学校に設置された社会貢献活動と日

頃の学習成果を連結 した組織で､生徒が中心 とな り企

画 ･運営 している｡文化祭への招待､老人施設との交流､

知的障害児 ･者施設での活動､また学用品の寄贈のため

の募金活動､児童虐待県立シェルター-の協力､地域団

体との連携等を中心とした活動を行っている｡一方､他

校生の活動推進にも協力している｡

騎 帯血バ ンクを支 え る会 ･ライ フサ ポー ト川越

(代表 石川百合子)

2002(平成14)年に､埼玉県川越市の女性有志28名によ

って発足した｡以来､土曜､休日を除 く毎日､交代で当

地の病院から僻帯血のクーラーボックスを肩に担ぎ､電

石川官舎子氏 車 ･バスを乗 り継いで日大医学部附属板橋病院まで､雨

の日も風の日も搬送を続けている｡2008(平成20)年 9月

会員､後援者と 末で､その数は5500個を超えたO｢新 しい命がもう一つの

一掛ニ～クITヲ 命を救う｣この運動が､若い世代へ ｢生命の尊厳｣の心

とともに引き継がれていくことを願っている｡

土浦朗読の会 (代表 岡本和子)

1973(昭和48)年に､土浦社会福祉協議会所属のボラン

ティアグループとして発足｡視覚障害者のために､録音

図書､テープマガジン､声の広報等の制作を続けている｡

そのために､企画内容に基づ く取材活動をはじめ､指導

者を迎えて音声訳講習会等を開いて研修にも励んでいる｡

テープマガジン等の利用者は全国に広がり感謝されてい

る｡定期的に視覚障害者との交流も継続 している｡



第 7可 (社)葺 渓.金 額 彰

加 納 正 康

大学卒業後､青年海外協力隊として働いた経験をもと

に､菩渓学園の教諭時代から個人的な立場で国際的な人

材育成に携わってきた｡1992(平成 4)年から始 まった｢つ

くばインターナショナルスクール｣の代表を2008(平成

20)年に引き継いでから､自宅を改築･開放 した施設を中

心に･;舌動をすすめ､国際的に認知された教育機関になる

よう志 している｡明春に開校する学校法人として茨城県

に申請書が受理されている｡

北 岡 杉 並

愛媛県松山市高浜港の沖合500メー トルにある四十島

(しじゅうしま :別名ターナー島)の松は､1977(昭和52)

年松食い虫の被害を受け全滅 した｡十数年の歳月をかけ､

私費を投 じ試行錯誤の末､松の再生に成功 した｡四十島

は､2006(平成18)年中国 ･四国地方で初の､国の登録記

念物として登録された｡現在､市と連携 し､引き続き四

十島の保全に力を注いでいる｡

鈴 木 徹

高校時代 までハン ドボールの選手として活躍 した｡大

学入学直前の交通事故により右足切断 (膝下Ilm残)と

いう障害を負ったにもかかわらず､走 り高跳びの トレー

ニングを積んで､2000年､2004年のパラリンピック出場

を果たし､ 6位入賞､他の国際大会でも好成績を残 して

いる｡今年(2008)の北京パラリンピックでは旗手をつと

めた｡｢目標に向かって生き続ける｣ことを実践 し､人々

に大きな感銘を与えている｡

高 見 邦 並

NPO緑の地球ネッ トワークに属 し､15年以上中国黄土

高原での緑化運動等に指導的な立場で参加 している｡毎

年､当地に約120日滞在 し､混植による砂漠化防止､教育

支援のための果樹園建設､育苗技術の改善等に寄与して

いる｡これらの活動は､中国政府等からの評価も高い｡

細 川 邦 三

東京 ･上野不忍池の弁天堂の境内にある ｢東京自動車

三十年会記念碑｣は､自動車中心ともいえる現代社会の

礎を築いた多くの先人が､筆舌に尽 くしがたい困苦を克

服 し達成された業績を讃えて設置された自動車業界の記

念碑である｡ しかし､いまでは関係業界でも知る人が少

ないなか､父親 ･清氏とともに､二代にわたりこの記念

碑を営々と供養 しながら守 り続けている｡

鈴木 徹氏

目標のバーを
クリアする瞬間

高見邦杜氏

中国大陸黄土高原で
緑化活動に取組む

加納正康氏
私有地(こ牧舎を提供

北岡杉杜氏と松

松が再生 した

四十島(別名ターナー島)

細川邦三氏

東京 ･上野にある
記念碑



早
成
二
十
年

｢
追
悼

の
つ
ど
い
｣

本
会
で
は
､
長
年
に
わ
た
っ
て

｢合
同
慰
霊
祭
｣
を
お
こ
な
っ

て
き
ま
し
た
が
､

一
昨
年
か
ら

｢敬
老
の
日
｣
に
､
宗
旨

･
宗
派

を
こ
え
た

｢追
悼
の
つ
ど
い
｣
を
開
催
し
て
お
り
'
本
年
は
そ
の

第
三
回
に
あ
た
り
ま
す
｡

昨
年
秋
か
ら
本
年
夏
ま
で
に
､
逝
去
さ
れ
連
絡
の
あ
っ
た
遺
族

の
方
々
1-5
名
に
連
絡
い
た
し
ま
し
て
､
52
名
に
参
列
し
て
い
た
だ

き
､
本
会
役
員
19
名
と
と
も
に
追
悼
顕
彰
い
た
し
ま
し
た
｡

当
日
は
､
11
時
か
ら
有
漢
会
館
の
2
階
に
写
真
の
み
の
参
加
の

30
名
も
加
え
て
64
名
の
遺
影
を
掲
げ
､
参
列
者

一
同
が
黙
藤
を
捧

げ
た
の
ち
､
西
野
虎
之
介
理
事
長
が

｢追
悼
の
辞
｣
を
述
べ
､
来

賓
と
し
て
筑
波
大
学
副
学
長
の
谷
川
彰
英
氏
が
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
｡

そ
の
あ
と
､
参
加
者
が

一
人
ひ
と
り
献
花
し
て
式
を
終
わ
り
ま
し

た
｡12

時
か
ら
は
会
場
を
4
階
に
移
し
て

｢懇
談
会
｣
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
｡
西
野
理
事
長
の
挨
拶
に
続
き
､
5
人
の
遺
族
の
方
々
か

ら
ス
ピ
ー
チ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
こ
こ
に
､
そ
の
一
部
を
紹
介

い
た
し
ま
す
｡

●
故

鵜
川

昇

氏

(著渓
会
理
事
長
'
桐

蔭
学
園
理
事
長

昭
17
文
二
)

に
昭
和
45
年
に
作
詞
を
依
頼
し
た
そ
う
で
す
｡
轍
邸
先
生
は
'
実

際
に
桐
蔭
に
来
校
さ
れ
､
俳
句
を
柱
に
し
た
校
歌
を
作
詞
し
て
-

だ
さ
い
ま
し
た
｡

翌
年
'
硬
式
野
球
部
が
甲
子
園
に
初
出
場
で
優
勝
し
校
歌
が
流

さ
れ
て
､
林
部
先
生
は
大
い
に
お
慶
び
に
な
っ
た
そ
う
で
す
｡

桐
蔭
学
園
の
校
章
は
筑
波
大
学
の
校
章
と
同
じ

｢五
三
の
桐
｣

で
す
｡
こ
の
よ
う
に
義
父
は
有
漢
に
対
す
る
愛
情
が
誠
に
深
い
人

で
し
た
の
で
､
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
著
渓
会
の
理
事
長
と
い

う
職
を
引
き
受
け
た
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡

●
故

鎌
田

正

氏

(東
京
教
育
大
学
名
誉
教
授

昭
12
漢
)

の
半
身
を
食
べ
る
ほ
ど
元
気
で
し
た
｡

本
人
も
喜
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
｡

●
故

新
川

和
博

氏

(昭
24
体
)

長
男

国
彦
様

父
は
明
治
44
年
に
生
ま

れ
､
九
人
兄
弟
の
六
男
で

し
た
｡
｢勉
強
す
る
暇
が
あ

っ
た
ら
農
作
業
せ
よ
し

と

言
わ
れ
隠
れ
て
勉
強
し

ま

し
た
｡
昭
和
6
年
文
二
で

は
､
国
文
学
か
漢
文
学
か

迷
っ
た
が
､
諸
橋
先
生
の

本
日
は
ご
招
待
い
た
だ
き
､

夫
人

美
智
子
様

夫
は
都
立
高
校
長
退
職

後
､
有
漢
会
事
務
局
に
9

年
在
職
し
ま
し
た
｡
昭
和

2
年
兵
庫
県
篠
山
の
生
ま

れ
で
高
師
を
昭
和
24
年
に

卒
業
し
ま
し
た
｡
専
門
の

体
育
の
ほ
か
に
､
マ
マ
さ

ん
バ
レ
ー
や
グ
ラ
ン
ド
ゴ

ル
フ
な
ど
世
話
好
き
な
人

女
婿

宮
腰
栄

一
様

義
父
鵜
川
昇
は
､
桐
蔭

学
園
の
理
事
長

･
学
長

･

校
長
と
し
て
87
歳
で
亡
-

な
る
ま
で
現
役
で
し
た
｡

義
父
は
戦
後
都
立
小
山

台
高
校
で
教
え
､
柴
田
周

吉
氏

(大
正

13
年
高
師
文

二
)
が
昭
和

39
年
に
桐
蔭

｢春
秋
｣
を
学
び
､
漢
文
学
に
決

めた
そ
う
で
す
｡
昭
和
12
年
に
文

理
大
を
卒
業
し
'
漢
文
学
の
副
手
に
な
り
ま
し
た
｡
昭
和
18
年
に

応
召
し
て
戦
車
部
隊
に
所
属
し
､
か
ろ
う
じ
て
復
員
し
昭
和
20
年

か
ら

｢大
漢
和
辞
典
｣

の
仕
事
に
携
わ
り
､
諸
橋
先
生
が
昭
和
57

年
に
99
歳
6
ケ
月
で
亡

-
な
ら
れ
た
後
も
'
父
は
90
歳
ま
で

｢大

漢
和
辞
典
｣

の

｢補
完
｣
の
仕
事
を
続
け
ま
し
た
｡

で
し
た
｡
本
人
は
1-0
歳
ま
で
生
き
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
｡

医
者
嫌
い
で
､
病
気
を
知
っ
た
の
は
､
昨
年
7
月
の
健
康
診
断

の
時
で
し
た
｡
病
状
が
進
ん
で
い
て
'
11
月
25
日
80
歳
で
亡
-
な

り
ま
し
た
｡

故
人
の
身
の
回
り
の
も
の
を
整
理
し
て
い
ま
す
が
､
就
職
し
た

と
き
の
給
料
明
細
書
が
出
て
-
る
ほ
ど
､
な
ん
で
も
大
切
に
と
っ

て
お
-
人
で
し
た
の
で
､
ま
だ
ま
だ
片
付
い
て
い
ま
せ
ん
｡

●
故

大
塚

兼
介

氏

(昭
40
教
大
体
)

長
女

菊
池
淑
子
様

父
は
自
分
に
も
他
人
に

14

●
故

中
島

贋
蔵

氏

(昭
21
理
こI

学
園
の
設
立
を
図
る
と

､
乞
わ
れ
て
初
代
校
長
と
し
て
学
校
作
り

に
参
画
し
ま
し
た
｡

そ
の
桐
蔭
学
園
に
は
､
な

かな
か
校
歌
が
制
定
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
す
が
'
義
父
は
'
校
歌

を作
詞
し
た
こ
と
の
な
か

っ
た
俳
人

加
藤
轍
部
先
生

(昭
和

15
年

東京
文
理
科
大
学
国
語
国
文
科
卒
)

長
男

正
様

父
は
大
正
5
年
の
生
ま

れ
で
､
軍
隊
は
習
志
野
の

砲
兵
連
隊
で
し
た
｡
数
学

の
出
身
な
の
で
､
弾
道
の

計
算
が
出
来
る
の
で
配
属

さ
れ
た
よ
う
で
す
｡

高
校
で
の
あ
だ
名
は

｢消
防
自
動
車
｣
で
､
生
真

面
目
だ
っ
た
よ
う
で
す
｡

も
厳
し
い
人
で
し
た
｡
学

生
結
婚
で
中
央
大
学
の
学

生
だ
っ
た
母
と
結
婚
し
ま

し
た
｡
大
学
院
時
代
に
ハ

ン
マ
ー
投
げ
で
活
躍
し
ま

し
た
｡
生
涯
競
技
を
続
け
､

65
歳
の
時
に
､
九
州
の
シ

ニ
ア
の
新
記
録
を
出
し
ま

定
年
前
に
高
校
を
退
職
し
､

た
｡
生
前
に
戒
名
を
授
か
り
､

地
元
の
予
備
校
で
教
え
て
い
ま
し

米
寿
の
お
祝
い
の
席
で
大
き
な
鯛

し
た
｡

今
年
5
月
3
日
､
脳
の
延
髄
を
打
つ
と
い
う
不
慮
の
事
故
に
遭

い
､
5
月
7
日
に
亡
-
な
り
ま
し
た
｡
父
は
不
死
身
な
人
と
思
っ

て
お
り
ま
し
た
が
､
あ
っ
と
い
う
間
に
亡
-
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
｡
勉
強
は
ず
っ
と
続
け
て
い
ま
し
て
､
昨
年
も
イ
ギ
リ
ス
に
留

学
し
ま
し
た
｡
増
え
続
け
る
書
籍
の
た
め
に
家
を
増
築
す
る
よ
う

な
父
で
､
今
も
っ
て
書
籍
の
処
分
が
出
来
ま
せ
ん
0
日

1
杯
生
き

て
き
た
人
生
で
し
た
｡
私
も
見
習
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡



▲ ～

著
渓
学
園
だ
よ
-

星
出
彰
彦
(宇
宙
飛
行
士
)
さ
ん

帰
還
報
告
会

今
年
6
月
宇
宙
に
飛
び
立
ち
､
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
日

本
の
実
験
棟

｢
き
ぽ
う
｣
を
､
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ー
ム
を
使

っ
て
取
り

付
け
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
え
て
帰
還
し
た
宇
宙
飛
行
士
の
星
出
彰

彦
さ
ん
が
､
11
月
14
日
に
来
校
さ
れ
､
全
校
生
徒
を
前
に
､
報
告

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
｡

打
ち
上
げ
前
に
､
｢帰
還
し
た
ら

(母
校
を
訪
ね
)
皆
さ
ん
に
お

話
し
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
｣
と
の
予
告
も
い
た

だ
い
て
い
た
の
で
､
生
徒
た
ち
は
つ
い
に
来
て
-
だ
き
っ
た
と
大

歓
迎
で
し
た
o

宇
宙
で
の
生
活
や
ミ
ッ
シ
ョ
ン
中
の
映
像
が
映
し
出
さ
れ
､

ユ

ー
モ
ア
を
交
え
た
星
出
さ
ん
の
説
明
に
､
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

の
疑
似
体
験
を
し
た
か
の
よ
う
で
し
た
｡
質
問
コ
ー
ナ
ー
で
は
､

30
人
を
超
え
る
生
徒
た
ち
が
次
々
に
質
問
を
し
ま
し
た
が
､

1
つ

一
つ
丁
寧
な
答
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡

海
外
研
修

本
校
高
校
2
年

生
の
行
事
､
海
外

研
修

(オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
･
メ
ル
ボ

ル
ン
)
が
10
月
16

日
～

22
日
の
日
程

(5

泊
7
日
)
で
行

わ
れ
ま
し
た
｡

こ
の
研
修
の
プ

学校交流の一場面

ロ
グ
ラ
ム
は
､
次

J.i

の
3
つ
と
な
っ
て

一

い
ま
す
｡

①

テ

ー
マ
研

,A

修
=
個
人
の
研
修

患

テ
ー
マ
に
そ
っ
た

馬
場
賞

2
度
日
の
受
賞

国
際
理
解
教
育
奨
励

賞

｢馬
場
賞
｣
と
は
､

国
際
教
育
交
流
馬
場
財

団
が
国
際
的
な
教
育
活

動
を
行

っ
て
い
る
学
校

を
表
彰
す
る
も
の
で
'

本
校
は
､
第
1
回
で
も

受
賞
し
て
お
り
､
今
回

の
第
19
回
馬
場
賞
は
､

2
度
目
の
受
賞
と
な
り

｣

報
告
会
の
後
も
23

年
ぶ
り
の
校
内
や
寮

巡
り
を
し
､
在
学
中

を
思
い
起
こ
し
て
い

ま
し
た
｡
部
活
中
の

生
徒
た
ち
は
､
会
話

を
し
た
り
握
手
を
し

た
り
な
ど
､
本
当
に

身
近
に
感
じ
感
激
し

て
い
ま
し
た
｡

多
-
の
生
徒
た
ち

が
夢
に
向
か
っ
て
前

進
し
て
い
-
こ
と
の

す
ぼ
ら
し
さ
を
改
め

て
感
じ
て
-
れ
た
も

の
と
思
い
ま
す
｡

調
査
活
動
を
す
る
こ
と
｡
テ
ー
マ
の
似
て
い
る
生
徒
を
ま
と
め
て

30
グ
ル
ー
プ
に
分
け
､
そ
れ
ぞ
れ
に
1
-
2
名
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
人
の
ツ
ア
ー
ア
シ
ス
タ
ン
ト

(T
A
=
大
学
生
が
多
い
)
が
付

い
て
､
1
日
中
'
研
修
場
所
を
動
き
回
る
｡
こ
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト

と
の
交
流
も
生
徒
に
は
思
い
出
深
い
も
の
と
な
る
｡
②
学
校
交

流
=
交
流
校
は
三
校
あ
る
の
で
､
三
団
体
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
学
校
を
訪
問
し
'
授
業
参
加
､
ス
ポ
ー
ツ
交
流
､
交
流
集
会
な

ど
を
行
う
｡
③
フ
ァ
ー
ム
ス
テ
イ
=
3
-
4
名

一
組
で
メ
ル
ボ
ル

ン
校
外
の
フ
ァ
ー
ム
に
2
泊
す
る
｡

帰
国
す
る
ま
で
の
1
週
間
､
朝
か
ら
晩
ま
で
予
定
の
ぎ

っ
し
り

詰
ま
っ
た
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
｡

23
回
を
数
え
る
海
外
研
修
も
､
研
修
地
を
台
湾
､
ロ
ン
ド
ン
､

メ
ル
ボ
ル
ン
と
変
え
て
き
ま
し
た
｡
今
年
は
2
回
目
の
メ
ル
ボ
ル

ン
で
し
た
が
､
昨
年
の
経
験
を
生
か
し
､
テ
ー
マ
研
修
で
は
よ
り

深
い
調
査
が
で
き
る
研
修
地
を
見
つ
け
た
り
､
学
校
交
流
で
の
交

流
内
容
を
､
双
方
の
学
校
の
担
当
者
が
よ
り
密
な
連
絡
と
事
前
打

ち
合
わ
せ
を
し
て
､
さ
ら
に
密
度
の
濃
い
意
義
深
い
活
動
に
高
め

る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
生
徒
た
ち
も
､
感
動
の
毎

日
に
喜
び
い
っ
ぱ
い
で
し
た
｡

ま
し
た
｡
受
賞
校
は
､
熊
本
県
の
小
学
校
'
秋
田
県
の
県
立
高
校

と
本
校

(中
学
校
)
の
三
校
で
し
た
｡

今
年
度

｢著
渓
｣

春
号
(
l
〇
五
七
号
)
で
も
紹
介
し
ま
し
た
｢
ク

ロ
ス
カ
ル
チ
ユ
ラ

ル

ト
ー
ク
｣
(中
学
3
年
生
の
活
動
'
26
年
間
続

け
て
き
て
い
る
)
を
､
国
際
教
育
部
長
の
メ
デ
ィ
=
ア
-
マ
デ
ィ
ヤ

ー
ル
先
生
が
活
動
内
容
を
ま
と
め
て
応
募
し
た
も
の
で
す
｡

10月
24
日
､
東
京
の
法
曹
会
館
で
授
賞
式
が
行
わ
れ
､
賞
状
と

副

賞
(奨
励
金
)
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡

高
校
ラ
グ
ビ
I
t6
回
目
の
全
国
出
場

高
校
ラ
グ
ビ
ー
部

は
､
第
88
回

全
国

高
校
ラグ
ビ
ー
大
会
茨
城

県
予
選
を
'全
試
合
無

得
点
に
抑

え

て
優

勝
し(決
勝
戦
17
･
o
清

真
学
園
)
､
5
年
連
続

で
の
花
園
大
会
出
場

を
果
た
し
ま
し
た
｡

部
員
達
は
､
昨
年
抽

選
負
け
で
ベ
ス
ト
8

入
り
を
逃
し
て
い
る

だ
け
に
､
今
度
こ
そ

ベ
ス
ト
8
の
壁
を
破

り
､
も
う

一
つ
上
の

3
位
以
内
を
目
指
す

と
力
強
-
決
意
表
明

を
し
て
い
ま
し
た
｡



第

7
回

(
平
成
20
年
度
)
顕
彰
式
行
わ
れ
る

平
成
20
年
11
月
28
日

(金
)
有
漢
会
館

(東
京
都
文
京
区
大
塚

1
･
5
･
23
)
で
顕
彰
式
が
行
わ
れ
､
西
野
虎
之
介
理
事
長
の
挨
拶

に
続
き
､
筑
波
大
学
を
代
表
し
て
理
事

･
副
学
長
の
谷
川
彰
英
先

生
の
祝
辞
を
い
た
だ
き
､
顕
彰
受
賞
の
皆
様
に
顕
彰
状
と
記
念
品

を
授
与
い
た
し
ま
し
た
｡

今
回
も
全
国
的
な
広
い
視
野
か
ら
､
支
部
長
お
よ
び
理
事
か
ら

顕
彰
候
補
者
を
9
月
末
ま
で
に
推
薦
を
い
た
だ
き
､
10
月
20
日

(月
)
顕
彰
選
考
委
員
会

(江
田
昌
佑
委
員
長
､
理
事
6
名
､
外
部

か
ら
有
識
者
2
名
の
委
員
)
に
お
い
て
慎
重
審
議
の
結
果
､
社
会

貢
献
活
動
功
労
者
9
件

(団
体
4
件
､
個
人
.5
件
)
を
選
考
し
ま

し
た
｡
(顕
彰
者
紹
介
は
12
-

13
貢
参
照
)

支
部
総
会
の
開
催

(本
部
理
事
派
遣
の
支
部
)

署
渓
会
主
催
の
公
開
講
座
の
ご
案
内

日

時

2
月
14
日

(土
)
14
‥
00
-
15
‥
30

会

場

著
渓
会
館

(東
京
都
文
京

区
大
塚
-
･
5
･23
)

テ
ー
マ

誰
が
英
語
を
作
っ
た
か

講

師

筑
波
大
学
大
学
院
教
授

藤

原

保

明

氏

ロ
ン
ド
ン
大
学
客
員
研
究
員
を
経
て
現
職
｡
｢古
英
詩
韻
律
研

究
｣
｢古
英
語
の
初
歩
｣
｢英
語
の
語
形
成
｣
な
ど
の
著
書
｡
講

演
で
は
現
在
の
よ
う
な
英
語
を
作
っ
た
の
は
誰
か
を
考
え
る
｡

参
加
希
望
者
は
､
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
｡

左
記
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
事
務
局

へ
ど
う
ぞ
｡

電

話

0
3
-
3
9
4
1
-
0
1
3
6

F

A

X

0
3
-
3
9
4
1
-
7
6
7
4

E
･メ
ー
ル

info
⑥
m
e
ike
i.O
r.
Jp

編
集
後
記

本
号
で
は
新
春
特
集

Ⅰ
と
し
て
､
西
野
虎
之
介
理
事
長
と
江
田

昌
佑
副
理
事
長
に

｢
こ
と
し
の
課
題
-
著
渓
会
の
こ
れ
か
ら
を

語
ろ
う
｣
と
題
し
て
､
新
し
い
法
人
組
織
や
卒
業
生
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
づ
-

り
に
も
ふ
れ
な
が
ら
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡

新
春
特
集
H
と
し
て
､
本
会
理
事
の
林
史
典
氏
と
同
理
事
の
藤

原
保
明
氏
に
｢
こ
と
ば
は
世
界
を
繋
ぐ
｣
の
視
点
か
ら

｢
以
心

伝
心
｣
｢情
報
機
器
の
時
代
｣
｢効
率
化

優
先
社
会
｣
｢語
学
教

育
の
再
考
｣
｢手
を
繋
い
で
環
に
な
ろ
う
｣
と
い
う
テ
ー
マ
で
語

っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡

第
七
回
を
迎
え
た
本
会
の
顕
彰
事
業
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
活

動
さ
れ
て
い
る
様
子
を
伝
え
る
写
真
等
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
｡

山 群 富 三 香 福 大

阪
(6
/
7
)

島

(7
/
5
)

川
(7
/
5
)

重

(7
/
6
)

山

(7
/
6
)

局
(7
/

12
)

梨
(7
/
20
)

長

野
(6
/
15
)

愛

知
(7
/
5
)

神
奈
川
(7
/
5
)

愛

媛

(7
/
6
)

筑
波
大

(7
/
10
)

橘

会
(7
/
19
)

新

宿

(10
/
11
)

宮 新 茨 千 静 奈 埼

玉
(7
/
5
)

良

(7
/
5
)

岡
(7
/
6
)

莱

(7
/
6
)

城

(7
/

12
)

渇

(7
/
19
)

城

(11
/
22
)

筑
波
大
学
卒
業
予
定
学
生
の
就
#
に
支
援
を

お
願
い
し
ま
す

来
春
卒
業
予
定
の
学
生
の
た
め
に
t
O
B
諸
先
輩
の
ご
指
導
､

ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
｡

【問
い
合
わ
せ

･
連
絡
先
】
筑
波
大
学
学
務
部
就
職
瓢

企
業
･団
体
関
係

電
話

0
2
9
-
8
5
3
-
6
0
9
1

教
員
･公
務
員
関
係

電
話

0
2
9
-
8
5
3
-
2
2
4
9

お
願
い

旭
日
小
綬
章
以
下
に
つ
い
て
は
､
新
聞
の
全
国
紙
に
発
表
さ

れ
ま
せ
ん
の
で
支
部
､
本
人
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
方
の
み
を
掲

載
し
て
い
ま
す
｡

記
載
漏
れ
に
お
気
づ
き
の
方
は
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
-
だ
さ

^
0

..∨

第
_3
回
署
渓

･
筑
波
グ
ラ
ン
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

ご
案
内

大
会
の
テ
ー
マ
は
｢環
｣
｡
筑
波
大
生
と
卒
業
生
の
交
流
､
桐

の
葉
の
環
を
ひ
ろ
げ
､
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
左
記
の
通
り
開
催
し
ま
す
｡
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う
え
､
多
数

の
み
な
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
｡

場 日

所 時

記

平
成
21
年

1
月
31
日

(土
)
13

‥
oO
開
会

開
会
式
､
企
画
､
展
示

(筑
波
大
学
大
学
会
館
)

懇
親
会

(第
1
エ
リ
ア
食
堂

[旧
第
1
学
群
食
堂
]
)

会

費

当
日
会
費
6
千
円

大
会
会
長

岩
崎
洋
一

(筑
波
大
学
長
)

実
行
委
員
長

新
井
達
郎

(筑
波
大
学
大
学
院

数
理
物
質
科
学
研
究
科
教
授
)

連
絡
先

筑
波
大
学
大
学
会
館
内

紫
峰
会
気
付

署
渓

･
筑

波
グ
ラ
ン
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
貞
会
事
務
局

電

話

ど

A

X

E
メ

ー
ル

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

0
2
9
-
8
5
2
-
8
5
7
2

0
2
9
-
OU5
2
-
4
1
5
8

in
fo
@
m
tgf
.
net

h
ttp
://w
w
w

.mtgf.n
etJ

お
廉
い

･
正
確
な
会
員
情
報
の
把
握
の
た
め
に
､
住
所
､
勤
務
先
(也
)

の
変
更
は
す
ぐ
に
ご
連
絡
-
だ
さ
い
｡

･
年
会
費
の
お
振
込
み
は
､
早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
｡

22

季
刊
誌
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