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新
入
生
の
皆
さ
ん
、
ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
皆
さ
ん
は
必
要
に
迫
ら
れ
た
勉
強
か
ら
解
放
さ
れ
、

知
的
好
奇
心
の
お
も
む
く
ま
ま
自
由
に
学
ぶ
こ
と
の
で

き
る
、
豊
か
な
時
間
を
つ
い
に
手
に
入
れ
ま
し
た
。
こ

こ
で
、
そ
の
時
間
の
一
部
を
外
国
語
の
学
習
に
割
く
こ

と
を
強
く
勧
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
学
ぶ
の
か
？

　

著
名
な
中
国
文
学
者
、
吉
川
幸
次
郎
は
今
か
ら
ち
ょ

う
ど
60
年
前
に
「
な
ぜ
外
国
語
を
学
ぶ
か
」
と
い
う
文

章
を
書
き
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
過
去
と
未
来
の
両
面

か
ら
答
え
を
出
し
ま
し
た
。

　

過
去
に
つ
い
て
は
、
千
年
来
の
日
本
の
歴
史
を
総
括

し
、
日
本
人
が
外
国
文
明
の
存
在
に
敏
感
で
、
生
活
の

典
型
を
国
外
に
も
と
め
、
そ
れ
に
近
づ
く
た
め
に
外
国

語
を
学
ん
だ
と
い
う
解
答
を
導
き
出
し
ま
し
た
（
ち
な
み

に
日
本
人
の
精
神
の
あ
り
よ
う
を
示
す
卑
近
な
例
と
し
て
、
吉

川
は
そ
の
１
年
前
の
「
受
容
の
歴
史
」
と
い
う
論
文
で
、「
女

は
髪
を
赤
く
染
め
、
テ
レ
ビ
と
ラ
ジ
オ
で
は
あ
ん
な
に
外
国
の

歌
を
う
た
い
、
歌
手
は
、
ペ
ギ
ー
な
に
が
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
な

に
が
し
と
、
名
の
る
。
ま
た
い
や
な
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

パ
ン
パ
ン
嬢
が
、
外
国
の
兵
隊
と
腕
を
く
ん
で
歩
い
て
い
る
の

に
は
、
そ
れ
だ
け
外
国
人
に
近
づ
い
た
と
い
う
ほ
こ
り
が
、
な

い
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
）。

　

一
方
、
未
来
に
む
か
っ
て
は
、
科
学
技
術
の
加
速
度

的
な
進
歩
が
、
言
語
を
異
に
す
る
各
地
域
で
沸
騰
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
も
は
や
ど
の
国
も
自
国
の
技
術
に
頼

る
だ
け
で
は
間
に
あ
わ
ず
、
外
国
語
の
学
習
が
必
要
不

可
欠
に
な
る
、
と
い
う
の
が
吉
川
の
答
え
で
す
。

　

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、「
な
ぜ
」
に
対
す
る
解
答
と

し
て
ど
う
し
て
も
深
み
に
欠
け
ま
す
。
じ
つ
は
同
文
章

の
後
半
で
、「
事
が
ら
の
底
辺
に
は
、（
中
略
）
よ
り
漠

然
と
し
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
よ
り
重
大
な
意
識
が
、

横
た
わ
り
流
れ
て
い
る
」
と
前
置
き
し
て
、
吉
川
が
や

や
控
え
め
に
述
べ
た
事
柄
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
箇

条
書
き
に
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
す
。

（
１
）
文
明
は
も
は
や
一
地
域
だ
け
に
孤
立
し
て
存
続

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
言
語
を
異
に
す
る
他
の
地
域

と
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
文
明

た
り
得
る
。

（
２
）
そ
の
交
流
と
は
、
受
動
的
に
は
、
他
の
地
域
に

発
生
し
た
生
活
を
柔
軟
に
受
容
す
る
こ
と
で
あ
り
、

能
動
的
に
は
、
み
ず
か
ら
の
中
に
発
生
し
た
生
活
を
、

世
界
に
共
通
し
得
る
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
、
他
に

寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）
外
国
語
教
育
も
、
こ
の
新
し
い
意
識
を
基
盤
と

し
て
、
は
じ
め
て
完
全
な
意
義
を
得
る
。

わ
た
し
に
と
っ
て
皆
さ
ん
に
外
国
語
の
学
習
を
勧
め
る

理
由
は
、
つ
き
つ
め
る
と
こ
こ
に
落
ち
着
き
ま
す
。

　

敗
戦
の
記
憶
が
ま
だ
生
々
し
く
、
日
本
経
済
は
高
度

成
長
に
足
を
か
け
た
ば
か
り
と
い
う
時
期
の
知
的
リ
ー

ダ
ー
の
こ
と
ば
で
す
の
で
、
あ
る
い
は
今
の
皆
さ
ん
に

は
違
和
感
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
民
族
や
国
家
な

ど
背
負
う
も
の
が
多
い
う
え
に
、
強
い
使
命
感
が
あ
る

た
め
、
少
々
重
苦
し
く
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
皆
さ
ん
に
は
、
も
っ
と
私
的
な
理
由
か
ら

出
発
し
て
か
ま
わ
な
い
の
で
、
よ
り
し
な
や
か
に
外
国

語
に
向
か
い
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
ま
す
。

先
輩
た
ち
の
実
例

　

論
よ
り
証
拠
。
先
輩
た
ち
の
例
を
、
新
旧
二
つ
あ
げ

る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。ま
ず
Ｈ
君
の
旧
例
か
ら
。当
時
、

ま
だ
須
貝
ビ
ル
の
地
下
に
は
映
画
館
が
あ
り
、
そ
こ
で
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文
化
大
革
命
後
の
中
国
映
画
を
一
挙
に
上
映
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
意
欲
的
な
支
配
人
の
ご
好
意
で
、
う

ち
の
学
生
た
ち
は
特
別
割
引
き
に
し
て
も
ら
え
た
の
で
、

わ
た
し
は
中
国
語
履
修
者
を
ひ
き
つ
れ
、
授
業
の
一
環

と
し
て
全
作
品
を
み
ま
し
た
。
Ｈ
君
は
そ
の
う
ち
で
も

謝し
ゃ

晋し
ん

監
督
の「
芙ふ

蓉よ
う

鎮ち
ん

」を
み
て
痛
く
感
動
し
た
ら
し
い
。

前
年
よ
り
わ
た
し
の
研
究
室
で
読
書
会
が
開
か
れ
て
い

る
こ
と
を
か
れ
は
知
り
、
当
時
ダ
イ
エ
ー
札
幌
店
（
現
在

の
ピ
ヴ
ォ
）
に
あ
っ
た
中
国
書
専
門
の
中
華
書
店
で
原
作

（
古こ

か華
の
小
説
）
を
買
っ
て
、
う
や
う
や
し
く
捧
げ
て
き
た

の
で
す
。
こ
う
し
て
週
１
回
の
読
書
会
で
は
「
芙
蓉
鎮
」

を
読
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

か
れ
は
卒
業
後
、
旧
共
産
圏
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も

つ
国
際
物
流
会
社
に
就
職
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
わ
た

し
は
外
務
省
特
殊
法
人
の
仕
事
で
北
京
へ
１
年
間
出
向

す
る
機
会
を
得
た
の
で
す
が
、
偶
然
、
か
れ
も
北
京
大

学
へ
語
学
研
修
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
た
め
、
中
国
で
う

れ
し
い
再
会
を
果
た
し
ま
し
た
。
お
ま
け
に
、
わ
た
し

は
入
国
時
に
中
国
税
関
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
没
収
さ
れ

た
り
、
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
遭
わ
さ
れ
た
の
で
す
が
、
帰

国
時
に
は
か
れ
の
会
社
の
お
か
げ
で
大
量
の
引
越
荷
物

を
ス
ム
ー
ズ
に
通
関
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
Ｓ
君
の
新
例
で
す
。
３
年
生
の
秋
、
Ｓ

君
が
突
然
、
妖
怪
や
幽
霊
の
出
て
く
る
中
国
小
説
を
読

み
た
い
と
言
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
怪
異
を
記
し
た

代
表
的
な
小
説
集
、
清
の
蒲ほ

松し
ょ
う

齢れ
い

『
聊

り
ょ
う

斎さ
い

志し

い異
』
を
読

む
こ
と
に
し
ま
し
た
。
た
だ
し
原
典
は
文
語
で
書
か
れ

て
お
り
、
か
れ
の
学
ん
だ
初
歩
的
な
口
語
の
力
で
は
歯

が
立
ち
ま
せ
ん
。
幸
い
最
近
で
は
中
国
で
文
語
を
読
め

な
い
読
者
層
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
ト
ル
の
口

語
版
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
口
語
版
『
聊
斎

志
異
』
を
使
い
、
あ
わ
せ
て
中
国
の
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
「
聊
斎
先
生
」
の
該
当
箇
所
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
み
た
り
も

し
ま
し
た
。

　

か
れ
は
卒
業
後
、
中
国
で
旅
行
代
理
店
の
た
め
に
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
を
翻
訳
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た

が
、
つ
い
先
日
、
あ
る
新
聞
の
人
物
紹
介
欄
で
そ
の
懐

か
し
い
顔
を
み
つ
け
ま
し
た
。「
台
湾
人
気
小
説
で
翻
訳

家
デ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
ふ
れ
こ
み
で
す
。
か
れ
の
ペ
ン

ネ
ー
ム
が
、
米
国
怪
奇
小
説
作
家
ラ
ヴ
ク
ラ
フ
ト
の
名

を
分
解
し
て
和
訳

0

0

し
た
も
の
（「
愛
工
作
」）
に
基
づ
く
と

知
り
、
あ
い
変
わ
ら
ず
の
様
子
に
微
笑
ま
し
く
感
じ
ま

し
た
（
た
だ
し
そ
れ
を
中
国
語
訳

0

0

0

0

と
す
る
新
聞
記
事
は
誤
り

で
す
。
中
国
語
で
は
「
仕
事
︹
工
作
︺
が
大
好
き
」
と
い
う
意

味
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
）。

　

こ
の
よ
う
な
先
輩
た
ち
の
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
中
に
も
、
こ
の
「
列
伝
」
に

名
を
の
こ
す
人
が
必
ず
い
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
ま
す
。

『英語化は愚民化
―― 日本の国力が地に落ちる』

施 光恒  著（集英社新書、集英社 2015 年）
　これは安易な「グローバル化」「アメリカ化」
を批判する政治・経済政策論です。決して英語
教育の必要性を否定するものではありません。

『外国語を身につけるための日本語レッスン』
三森 ゆりか  著（白水社 2003 年）
　同書では、欧米文化圏の人々とのコミュニケー
ションがうまくいかない原因として、外国語力自
体の問題だけではなく、（欧米流の）論理が身に
ついていないことを指摘し、具体的な訓練方法
を提言しています。

『外国語を話せるようになるしくみ  
シャドーイングが言語習得を促進するメカニズム』

門田 修平  著
（サイエンス・アイ新書、SB クリエイティブ 2018 年）

　母国語では無意識のうちに行なっている「聞い
て」「考えて」「話す」活動ですが、外国語では
なかなか上手くいきません。本書は、この困難
を克服するためにシャドーイングが有効であるこ
とを、認知科学などの知見をもとに説明してくれ
ています。英語が題材になっていますが、他の
言語でもすぐに応用できます。

『西欧の東』
ミロスラフ・ペンコフ 著（藤井 光 訳）

（白水社 2018 年）
　ブルガリア出身の英語作家が故郷のブルガリア
を描いた作品です。ブルガリア、旧東欧に興味が
わく内容です。書評はネット上にかなりあります。

『銃・病原菌・鉄    
  一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 （上・下）』
ジャレド・ダイアモンド  著（倉骨 彰  訳）
  （草思社文庫、草思社 2012 年）
　はるかな人類史をダイナミックに概観した話題
の本ですが、「インド・ヨーロッパ語族の人たち
は同じ時期にアフリカから出てきた」ということ
や、様々な文字文化の伝播などが述べられてお
り、外国語への興味関心という観点からもお勧
めできます。

『おいしいロシア』
シベリカ子  著（イースト・プレス 2016 年）
　コミック・エッセイです。ロシアの家庭料理、
ロシアの日常生活が描かれています。著者のパー
トナーがロシア人ということもあり、細部にわたっ
て的確に書かれています。

『英語支配への異論
―― 異文化コミュニケーションと言語問題』

津田 幸男  編著（第三書館 1993 年）
　専門分野を異にする６人の学者が集まった「紙
上シンポジウム」ともいうべきものです。世上で
当然とされる「英語＝国際語」という精神的呪
縛にあらためて疑問のまなざしを向けています。

ド イ ツ 語 ： 北 原 博ド イ ツ 語 ： 北 原 博

英 語 以 外 の 外 国 語 教 員英 語 以 外 の 外 国 語 教 員
お す す め の 本お す す め の 本

ド イ ツ 語 ： 北 原 寛 子ド イ ツ 語 ： 北 原 寛 子

ロ シ ア 語 ： 寺 田 吉 孝ロ シ ア 語 ： 寺 田 吉 孝

そ の 他そ の 他
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私
は
大
学
四
年
間
で
英
語
と
国
語
の
教
員
免
許
を
取

得
し
、
北
海
学
園
大
学
で
は
英
語
を
教
え
て
い
ま
す
。

こ
の
文
章
で
は
大
学
で
英
語
を
学
ぶ
意
味
に
つ
い
て
話

し
た
後
、
言
葉
の
魅
力
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

大
学
で
英
語
を
学
ぶ
意
味
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ

目
の
意
味
は
「
高
校
ま
で
に
培
っ
た
英
語
力
を
さ
ら
に

伸
ば
す
こ
と
」
で
す
。
み
な
さ
ん
は
高
校
ま
で
に
か
な

り
の
時
間
を
か
け
て
単
語
・
文
法
・
発
音
等
の
基
礎
を

学
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
蓄
積
は
か
な
り
の
も
の
で

す
。
こ
こ
で
勉
強
を
や
め
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な

い
。
大
学
で
は
さ
ら
に
そ
の
英
語
力
を
伸
ば
し
て
い
っ

て
欲
し
い
の
で
す
。
お
す
す
め
の
勉
強
法
は
、
好
き
な

映
画
や
ド
ラ
マ
、
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
を
英
語
で
見
て
み

る
こ
と
で
す
。

　

一
つ
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
は
実
写
版

『
ア
ラ
ジ
ン
』
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
か
？  

ま
だ
ア
ニ

メ
版
し
か
見
て
い
な
い
と
い
う
方
は
ぜ
ひ
観
て
く
だ
さ

い
。
実
写
版
『
ア
ラ
ジ
ン
』
に
は
、
魔
法
の
ラ
ン
プ
を

手
に
入
れ
た
ア
ラ
ジ
ン
が
、
ラ
ン
プ
の
魔
人
ジ
ー
ニ
ー

に
願
い
事
を
す
る
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
と
き
ア

ラ
ジ
ン
は
王
女
ジ
ャ
ス
ミ
ン
に
恋
を
し
て
い
ま
し
た
。

で
も
王
女
と
結
婚
で
き
る
の
は
王
子
だ
け
で
す
。
そ
こ

で
ア
ラ
ジ
ン
は
ジ
ー
ニ
ー
に
、Can you m

ake m
e a 

prince? 

と
願
い
事
を
し
ま
す
。
こ
の
セ
リ
フ
に
対
し

て
ジ
ー
ニ
ー
は
「
そ
の
言
い
方
は
ず
い
ぶ
ん
曖
昧
だ
な
」

と
突
っ
込
み
ま
す
。
前
述
の
セ
リ
フ
が
ど
う
し
て
曖
昧

な
表
現
に
な
る
か
わ
か
り
ま
す
か
？  

一
分
ほ
ど
考
え
て

み
て
く
だ
さ
い
。

　

…
さ
て
一
分
経
ち
ま
し
た
ね
。
実
はCan you m

ake 

m
e a prince?

と
い
う
表
現
は
、
学
校
英
文
法
の
言
い

方
を
す
る
と
、
第
四
文
型
と
取
る
か
、
第
五
文
型
と
取

る
か
で
、
二
通
り
の
解
釈
が
で
き
る
の
で
す
。
第
五
文

型
と
取
る
と
、「
ぼ
く
を
王
子
に
し
て
く
れ
な
い
？
」
と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ア
ラ
ジ
ン
が
意
図
し
た
の
は

こ
の
意
味
で
す
。
で
も
、
第
四
文
型
と
取
る
と
、「
ぼ
く

に
王
子
を
く
れ
な
い
？
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

こ
の
意
味
か
ら
、
ジ
ー
ニ
ー
は
「
作
っ
ち
ゃ
う
？  

王
子

一
丁
」
と
ア
ラ
ジ
ン
を
い
じ
り
倒
し
ま
す
。
よ
く
巷
で

は
「
日
本
語
は
曖
昧
な
言
語
、
英
語
は
論
理
的
な
言
語
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
英
語
で
も
話
し
手
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
曖

昧
な
表
現
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
私
は
こ
の
や
り
と
り

を
通
し
て
、
そ
の
こ
と
を
再
確
認
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
箇
所
の
日
本
語
吹
替

で
す
。
そ
れ
は
「
王
子
と
か
で
き
る
？
」
と
な
っ
て
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
絶
妙
な
吹
替
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

こ
の
吹
替
は「
王
子
を
く
れ
な
い
？
」と
い
う
意
味
と「
王

子
に
し
て
く
れ
な
い
？
」
と
い
う
意
味
の
両
方
に
取
れ

る
か
ら
で
す
。
こ
の
日
本
語
吹
替
を
通
し
て
私
は
、
普

段
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
「
と
か
」
と
い
う
表
現
の
奥

深
さ
も
学
び
ま
し
た
。

　

以
上
が
大
学
で
英
語
を
学
ぶ
一
つ
目
の
意
味
で
す
が
、

み
な
さ
ん
の
中
に
は
以
下
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
人
が

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
も
し
大
学
卒
業
後
、

英
語
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
勉
強
は
無
意
味

に
な
る
の
？
」
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
提
示
し

た
い
の
が
二
つ
目
の
意
味
で
す
。
そ
れ
は
「
英
語
・
英

語
文
化
を
学
ぶ
こ
と
で
、
日
本
語
・
日
本
文
化
を
見
直

す
こ
と
」
で
す
。
英
語
学
習
を
通
し
て
、思
考
力
を
高
め
、

日
本
語
・
日
本
文
化
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
れ
は
一
生
み
な
さ
ん
を
支
え
る
力
と
な
り
ま
す
。
外

国
語
に
は
、
我
々
が
普
段
無
意
識
に
使
っ
て
い
る
日
本

大
学
で
英
語
を
学
ぶ
意
味

大
学
で
英
語
を
学
ぶ
意
味

経
済
学
部
経
済
学
科
准
教
授

経
済
学
部
経
済
学
科
准
教
授　
　
　
　

柾
木
柾
木  

貴
之
貴
之

MASAKI Takayuki
2019 年東京大学大学院総合文化研究
科博士課程修了。博士（学術）（東京大
学）。東京理科大学非常勤講師などを
経て、2020 年本学へ着任。専門は言
語教育（英語教育、国語教育）、研究
テーマは英語教育と国語教育の連携。
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語
に
つ
い
て
、
意
識
し
て
考
え
さ
せ
る
力
が
あ
る
の
で

す
。

　

あ
ら
た
め
て
例
を
示
し
ま
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
は
『
鬼

滅
の
刃
』
は
好
き
で
す
か
？  

私
は
最
初
、
あ
ま
り
興
味

が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
学
生
の
方
が
と
て
も
上

手
に
そ
の
魅
力
を
紹
介
し
て
く
れ
た
の
で
、
今
で
は
大

好
き
な
マ
ン
ガ
で
す
。
そ
こ
で
英
語
の
勉
強
の
た
め
、

さ
っ
そ
く
英
語
版
を
購
入
し
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、

第
十
二
巻
の
日
本
語
版
と
英
語
版
を
読
み
比
べ
て
い
る

と
き
に
、
面
白
い
例
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
俺

は
わ
ざ
と
避
け
な
か
っ
た
ん
だ
よ
」
と
い
う
セ
リ
フ
の

英
訳
で
す
。
そ
れ
は
英
語
版
で
はI purposely didn’t 

dodge.

と
な
っ
て
い
ま
す
。dodge

と
は「
ド
ッ
チ
ボ
ー

ル
」
のdodge

で
す
。
私
は
そ
れ
ま
で
ド
ッ
チ
ボ
ー
ル

と
は
、
相
手
に
球
を
ぶ
つ
け
る
ス
ポ
ー
ツ
だ
と
信
じ
て

疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
、
英
単
語dodge

を
辞

書
で
引
く
と
「
よ
け
る
」「
か
わ
す
」
と
出
て
き
ま
す
。

実
は
ド
ッ
チ
ボ
ー
ル
と
は
、
い
か
に
相
手
の
球
を
避
け

る
か
を
競
う
ス
ポ
ー
ツ
だ
っ
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
面
白
い
の
は
ド
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
漢
字
表
記
で

す
。
日
本
の
球
技
は
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
な
ら
「
排
球
」、

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
な
ら
「
籠
球
」
と
い
う
よ
う
に
、

漢
字
二
文
字
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
日

本
の
ド
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、
か
つ

て
「
避
球
」
と
表
記
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
わ
か
り

ま
し
た
。
同
じ
日
本
語
表
記
で
も
、
片
仮
名
は
ド
ッ
チ

ボ
ー
ル
の
何
た
る
か
を
、
私
に
何
も
教
え
て
は
く
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
も
漢
字
は
実
に
雄
弁
に
、
ド
ッ
チ
ボ
ー

ル
が
ど
ん
な
も
の
か
を
言
い
表
し
て
い
た
の
で
す
。

　

ど
う
で
す
か
？  

英
語
と
日
本
語
を
比
較
し
て
み
る

と
、
言
葉
に
つ
い
て
色
々
な
発
見
が
あ
り
ま
せ
ん
か
？

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
私
は
現
在
、「
英
語
教
育
と
国

語
教
育
の
連
携
」
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
英
語
と
国
語
は
ま
っ
た
く
別
の
教
科
で
し
た
が
、

両
者
を
関
連
付
け
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
英
語
と

国
語
の
勉
強
に
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
、「
連
携
」
の
方
法
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

そ
の
過
程
で
、
自
分
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
言
葉
に
関

心
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
言
葉
の
魅
力
と
は
一
体
何
な
の

だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　

上
で
述
べ
た
二
つ
の
意
味
を
踏
ま
え
る
と
、
言
葉
の

魅
力
と
は
「
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
で
、
私
た
ち
の
世
界
が

広
が
る
こ
と
」
と
言
え
そ
う
で
す
。
こ
れ
ま
で
伝
え
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
こ
れ

ま
で
な
ら
絶
対
に
言
っ
て
い
た
こ
と
を
言
わ
な
い
よ
う

に
な
る
、
こ
れ
ま
で
で
き
な
か
っ
た
考
え
方
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
、
こ
れ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
思

想
や
文
化
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
形
で
、
言
葉
の
学
び
は
、
私
た
ち
の
世
界
を
決
定

的
に
変
え
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

今
、
世
の
中
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
あ
ま
り
に
切
実

な
状
況
で
す
。
と
に
か
く
、
役
に
立
つ
知
識
・
技
能
を

身
に
つ
け
、
お
金
を
稼
ぎ
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
実
際
、

重
要
で
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
、英
語
学
習
、

語
学
学
習
は
と
て
も
地
味
で
す
。
単
語
・
文
法
・
発
音

を
覚
え
て
い
き
、
外
国
人
と
話
し
て
た
く
さ
ん
間
違
う
、

こ
の
よ
う
な
地
道
で
泥
臭
い
作
業
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

す
ぐ
に
役
立
つ
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
そ
の
一
見
、
地
味
な
作
業
の
一
つ
一
つ
が
、
み
な

さ
ん
の
言
葉
の
力
を
高
め
、
知
性
を
磨
き
上
げ
て
く
れ

ま
す
。
北
海
学
園
大
学
の
語
学
授
業
で
、
そ
の
第
一
歩

を
踏
み
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

『ことばワークショップ
―― 言語を再発見する』

大津 由紀雄  編
（開拓社 2011 年）

『英語の感覚・日本語の感覚
　　―― 〈ことばの意味〉のしくみ』

池上 嘉彦  著
（NHK ブックス、日本放送出版協会 2006 年）

『英語を通して学ぶ日本語のツボ』
菅井 三実  著

（開拓社 2012 年）

お す す め の 本お す す め の 本
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新
し
い
こ
と
、
知
ら
な
い
も
の
を
知
る
こ
と
で
、
わ

た
し
た
ち
の
世
界
は
広
が
っ
て
い
く
。
他
者
を
知
ろ
う

と
せ
ず
に
い
る
と
、
い
ざ
未
知
の
相
手
と
出
会
っ
た
と

き
、
最
初
は
違
い
だ
け
が
目
に
付
く
。
そ
し
て
、「
一
夫

多
妻
制
な
ん
て
ば
か
げ
て
い
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

自
分
と
違
う
も
の
は
お
か
し
い
、
気
持
ち
悪
い
と
反
射

的
に
攻
撃
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

他
者
を
知
る
こ
と
は
、
自
分
と
他
者
の
共
通
点
、
相

違
点
に
気
づ
く
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
わ

た
し
」
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
、
理
解
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ
と
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
は
視
野
を
広
げ
、
価
値
観
の
相
対
化
を
お

こ
な
っ
て
ゆ
け
る
。
日
本
の
古
典
文
学
作
品
は
、
こ
と

ば
や
そ
れ
が
生
ま
れ
た
気
候
、
地
形
な
ど
が
似
通
っ
て

い
る
の
で
、
現
代
日
本
の
「
わ
た
し
」
を
知
る
た
め
の

身
近
な
他
者
と
し
て
ち
ょ
う
ど
よ
い
。

　
『
枕
草
子
』
に
、「
め
で
た
き
も
の
」
と
し
て
「
庭
に

雪
の
あ
つ
く
降
り
し
き
た
る
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

雪
国
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
に
は
、
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な

い
感
覚
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
京
都
で
は
数
年
に
一
度

く
ら
い
し
か
雪
が
積
も
ら
な
い
の
で
、
雪
が
積
も
る
と
、

そ
こ
こ
こ
で
大
人
も
子
ど
も
も
雪
だ
る
ま
を
作
る
光
景

が
見
ら
れ
る
。

　

同
じ
く
『
枕
草
子
』
で
十
二
月
に
大
雪
が
降
る
と
、「
み

な
寄
り
て
、
い
と
高
う
作
り
な
す
。
宮
司
な
ど
も
ま
ゐ

り
あ
つ
ま
り
て
、言こ

と

加
へ
興
ず
」
と
、み
な
が
は
し
ゃ
ぐ
。

最
初
は
女
性
た
ち
が
縁
に
雪
を
積
み
上
げ
て
い
た
の
が
、

庭
に
本
格
的
な
雪
山
を
作
ら
せ
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
保

つ
か
当
て
推
量
す
る
。
清
少
納
言
は
年
明
け
十
日
ご
ろ

ま
で
残
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
雨

で
雪
山
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
気
が
気

で
な
い
。
黒
ず
ん
だ
雪
山
の
番
ま
で
個
人
的
に
手
配
し

て
、
さ
あ
自
分
の
言
っ
た
期
限
の
日
ま
で
雪
が
あ
り
ま

し
た
よ
、
と
雪
を
取
り
に
や
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と

雪
山
は
溶
け
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

こ
う
い
う
く
だ
り
を
読
む
と
、
先
人
が
生
き
た
千
年

前
の
感
情
の
揺
れ
動
き
が
丁
寧
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
。
摂
関
政
治
だ
の
中
宮
定
子
だ
の
、

歴
史
知
識
と
し
て
し
か
知
ら
な
い
こ
と
ば
の
裏
に
、
そ

こ
を
「
現
在
」
と
し
て
感
情
を
伴
っ
て
生
き
て
い
た
人

が
い
た
、
わ
た
し
た
ち
と
お
な
じ
人
間
が
生
き
て
い
た

の
だ
、
と
い
う
再
発
見
が
あ
る
。

　
「
古
典
」
は
決
し
て
高
尚
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
愚
か
さ
、醜
さ
、け
な
げ
さ
、

喜
怒
哀
楽
、
人
間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
側
面
が
鋭
く
切

り
取
ら
れ
て
お
り
、
わ
た
し
た
ち
は
複
雑
な
感
情
の
襞

や
思
考
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
世
の
中
や
社
会
の
あ
り
よ
う
は
ど
ん
ど
ん
移
り

変
わ
っ
て
い
く
一
方
、
人
間
の
本
質
は
千
年
経
と
う
が

変
わ
ら
な
い
こ
と
が
よ
く
見
え
て
く
る
。

　

そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
何
の
翻
訳
も
介
さ
ず
に

そ
れ
ら
の
作
品
と
向
き
合
う
こ
と
が
、
割
合
容
易
に
で

き
る
。
い
わ
ば
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
を
開
け
て
、
千
年
前

の
こ
と
ば
を
直
接
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら

に
我
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
」
と
い
う
和
歌

に
は
、「
経
る
・
降
る
」「
眺
め
・
長
雨
」
の
掛
詞
が
見

ら
れ
、「
花
の
色
」
は
、
桜
の
花
と
、
己
の
容
色
を
指
す
。

一
首
の
意
味
は
、「
桜
の
花
の
色
は
褪
せ
て
し
ま
っ
た
よ
。

美
し
か
っ
た
私
の
容
色
も
、
年
老
い
て
衰
え
て
し
ま
っ

た
こ
と
だ
な
。
長
雨
が
降
る
の
を
、
物
思
い
に
ふ
け
っ

て
眺
め
て
い
た
間
に
」
と
な
る
。
こ
う
や
っ
て
現
代
語

に
直
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の
和
歌
を
音
読
し
た
と
き
の

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
を
開
け
て
み
よ
う

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
を
開
け
て
み
よ
う

人
文
学
部
日
本
文
化
学
科
准
教
授

人
文
学
部
日
本
文
化
学
科
准
教
授　
　
　
　

関
本
関
本 

真
乃
真
乃

SEKIMOTO Masano
2015 年京都大学大学院文学研究科博
士後期課程文献文化学専攻修了。博士

（文学）（京都大学）。大谷大学文学部文
学科助教などを経て、2018 年本学人
文学部講師、2021 年同准教授。専門
は国文学、研究テーマは日本中古中世
の文学、特に中世王朝物語。
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「
よ
さ
」
と
い
う
も
の
は
何
割
か
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。

　

和
歌
で
は
三
十
一
文
字
の
中
に
感
情
を
凝
縮
す
る
た

め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
辞
が
用
い
ら
れ
る
が
、
和
歌
に

限
ら
ず
古
文
の
表
現
は
、引
用
を
多
用
し
、典
拠
を
示
し
、

短
い
中
で
ど
れ
だ
け
奥
行
き
を
出
す
か
に
精
を
出
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
桐
壺
更
衣
（
光
源
氏
の
母
）

が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
悲
し
む
桐
壺
帝
は
、「
尋
ね
行
く

幻
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂た

ま

の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ

く
」
と
い
う
歌
を
詠
む
。
直
訳
す
る
と
、「
桐
壺
更
衣
の

魂
を
探
し
に
い
っ
て
く
れ
る
幻
術
士
が
ほ
し
い
。
人
づ

て
に
で
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
」
と
な
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
唐
突
す
ぎ
て

意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
白
居
易
作
の
『
長
恨
歌
』

（
唐
の
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
）
を

基
に
し
て
お
り
、
そ
こ
に
玄
宗
の
使
者
の
幻
術
士
が
、

非
業
の
死
を
遂
げ
た
楊
貴
妃
の
魂
を
仙
界
で
尋
ね
出
し

て
、
証
拠
の
釵
と
小
箱
を
持
ち
帰
っ
た
、
と
あ
る
の
に

拠
る
。
当
時
の
『
源
氏
物
語
』
読
者
は
当
然
『
長
恨
歌
』

を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
う
し
た
説
明
な
し
で
、
桐
壺

帝
の
悲
し
み
の
深
さ
が
、
玄
宗
の
そ
れ
と
二
重
写
し
に

な
っ
て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
世
界
の
奥
行

き
も
増
す
。

　

現
代
の
我
々
が
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
に
没
入
す
る

に
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
教
養
や
社
会
の
仕
組
み
を
押

さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
古
典
の
敷
居
を
高

く
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
古
文
は
、
主
語
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と

が
不
評
だ
。
し
か
し
読
み
慣
れ
る
と
必
要
な
と
こ
ろ
に

は
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
わ
た
し
が
専
門

と
し
て
い
る
物
語
に
お
い
て
は
、
草
紙
地
と
い
わ
れ
る

物
語
の
「
語
り
手
」
と
、
登
場
人
物
が
流
れ
る
よ
う
に

一
体
化
し
、
自
然
と
も
溶
け
合
い
、
渾
然
一
体
と
な
る
。

　

日
本
語
の
漫
画
や
小
説
を
、
外
国
語
に
訳
す
と
、
原

作
そ
の
も
の
と
は
ど
う
し
て
も
異
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

に
、
現
代
語
訳
で
は
表
現
し
え
な
い
も
の
、
原
文
で
し

か
表
現
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
一
度
原
文
に
触

れ
て
み
て
ほ
し
い
。

　

現
在
存
在
す
る
「
古
典
作
品
」
は
、
近
世
を
除
い
て
、

印
刷
技
術
が
未
熟
で
紙
が
貴
重
な
時
代
に
、
手
元
に
残

す
べ
く
労
力
を
割
い
て
写
さ
れ
、
残
っ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
に
見
合
う
価
値
が
あ
っ
た
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
っ
て
も
、
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
、
そ
れ
は
当

時
の
人
に
と
っ
て
の
価
値
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
か
ら

理
解
し
よ
う
と
せ
ね
ば
、
そ
の
魅
力
は
隠
れ
た
ま
ま
だ
。

最
初
か
ら
す
べ
て
は
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
、

な
ん
と
な
く
興
味
の
あ
る
も
の
に
手
を
伸
ば
し
て
み
て

ほ
し
い
。『
徒
然
草
』
は
含
蓄
に
富
ん
で
い
る
が
、
十
八

歳
で
読
む
よ
り
も
、
三
十
歳
で
読
む
方
が
お
も
し
ろ
い

か
も
し
れ
な
い
。
一
度
目
読
ん
だ
と
き
に
は
わ
か
ら
な

か
っ
た
こ
と
に
、
後
で
気
づ
く
こ
と
も
あ
る
。『
源
氏
物

語
』『
枕
草
子
』『
徒
然
草
』、
い
ず
れ
も
、
何
度
も
何
度

も
噛
み
締
め
ら
れ
る
も
の
、
そ
れ
に
堪
え
う
る
作
品
で

あ
る
。

　

わ
か
ら
な
く
て
も
、
わ
か
ろ
う
と
し
て
み
る
こ
と
は
、

糧
に
な
る
。
世
界
は
広
が
っ
て
い
る
。
縦
横
無
尽
に
冒

険
し
て
み
て
ほ
し
い
。

『新版  徒然草  現代語訳付き』
兼好法師  著、小川 剛生  訳注

（角川ソフィア文庫、K ＡＤＯＫＡＷＡ 2015 年）

『新版  枕草子（上）（下）現代語訳付き』
清少納言  著、石田 穣二  訳注

（角川ソフィア文庫、K ＡＤＯＫＡＷＡ 1979-1980 年）

『新版  百人一首』
島津 忠夫  訳注

（角川ソフィア文庫、K ＡＤＯＫＡＷＡ 1973 年）

新日本古典文学大系
『新古今和歌集』

田中 裕・赤瀬 信吾 校注
（岩波書店 1992 年）
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阿久  悠  著

『君の唇に色あせぬ言葉を』

文 ＝ 柏尾 文太　図書館職員

　

忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉
が
あ
る
。
師
走
の
朝
、
新
聞
の
コ
ラ
ム
で
読
み
、
思
わ
ず
切
り
抜
い
た
。

夢
は
砕
け
て
夢
と
知
り

愛
は
破
れ
て
愛
と
知
り

時
は
流
れ
て
時
と
知
り

友
は
別
れ
て
友
と
知
り

　

こ
れ
は
二
〇
〇
七
年
に
亡
く
な
っ
た
作
詞
家
・
阿あ

く久
悠ゆ

う

の
言
葉
で
、
彼
の
お
別
れ
会
の
会
場
に
飾
ら
れ
て
い
た
も

の
だ
と
い
う
。
何
故
か
心
に
強
く
、
そ
し
て
深
く
響
い
た
。
そ
れ
以
来
、
阿
久
悠
と
い
う
人
間
や
、
阿
久
悠
が
紡
ぎ

出
す
言
葉
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

阿
久
悠
は
、
昭
和
の
歌
謡
界
を
リ
ー
ド
し
た
稀
代
の
ヒ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ト
曲
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
。
活
動
の
幅
は
作
詞
に
と
ど
ま
ら
ず
、
小
説
で
も
『
瀬
戸
内
少
年
野
球
団
』（
文
藝
春
秋
／
一
九
七
九
年
／
の
ち

岩
波
現
代
文
庫
）
が
直
木
賞
候
補
作
と
な
る
な
ど
、
マ
ル
チ
な
才
能
を
発
揮
し
た
。

　

本
書
『
君
の
唇
に
色
あ
せ
ぬ
言
葉
を
』
は
、
阿
久
悠
の
一
人
息
子
で
あ
る
深
田
太
郎
が
、
父
の
残
し
た
著
書
の
中

か
ら
集
め
た
数
多
く
の
言
葉
を
篩ふ

る
いに

か
け
、
最
終
的
に
残
っ
た
一
七
八
の
言
葉
を
収
め
た
箴し

ん
げ
ん言

集
で
あ
る
。
阿
久
悠

の
選え

り
す
ぐ
り
の
魅
力
的
な
言
葉
が
、
人
生
、
愛
、
未
来
、
仕
事
、
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
い
う
５
つ
の
テ
ー
マ
別
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
も
、
阿
久
悠
が
色
紙
に
好
ん
で
書
い
て
い
た
言
葉
だ
。

　

深
田
太
郎
に
よ
れ
ば
、
父
の
生
前
、
親
子
の
会
話
は
少
な
く
、
父
と
の
思
い
出
も
決
し
て
多
く
は
な
い
と
い
う
。

そ
れ
が
父
の
死
を
き
っ
か
け
に
、
父
の
著
書
を
片
っ
端
か
ら
読
み
返
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
読
ん
で
い
て
驚
い
た
の
は
随
分
と
沢
山
、
息
子
で
あ
る
自
分
に
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
取
れ
る
文
章
が
あ
っ

た
事
で
、
口
で
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
事
を
文
章
に
託
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
る
で
手
紙
の
入
っ
た
タ
イ

ム
カ
プ
セ
ル
を
開
け
た
よ
う
で
胸
が
詰
ま
っ
た
。（
中
略
）
父
と
の
会
話
が
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
。
そ
う
、
静
か
に
」

　

父
の
著
書
を
読
み
返
し
な
が
ら
、
深
田
太
郎
が
希
薄
だ
っ
た
親
子
関
係
を
悔
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
で

も
、
父
を
亡
く
し
て
父
を
知
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
。
砕
け
た
夢
や
、
破
れ
た
愛
や
、
流
れ
た
時
や
、
別
れ
た

友
と
同
じ
よ
う
に
。

　

阿
久
悠
は
、
還
暦
を
過
ぎ
た
頃
、
自
ら
に
課
し
て
き
た
作
詞
家
と
し
て
の
決
意
を
「
一
五
ヵ
条
の
憲
法
」
と
し
て

記
し
て
い
る
（「
怨
か
ら
の
脱
出
││
私
の
歌
謡
曲
作
法
」
近
代
日
本
文
化
論
５
『
都
市
文
化
』
／
岩
波
書
店
／
一
九
九
九
年
）。

「
14　

時
代
と
い
う
も
の
は
、
見
え
る
よ
う
で
見
え
な
い
。
し
か
し
、
時
代
に
正
対
し
て
い
る
と
、
そ
の
時
代
特
有

の
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
見
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」「
15　

歌
は
時
代
と
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
。
時
代
の
飢
餓

感
に
命
中
す
る
こ
と
が
、
ヒ
ッ
ト
で
は
な
か
ろ
う
か
」

　

そ
し
て
、
こ
の
論
考
の
結
び
に
は
こ
う
あ
る
。「
歌
の
詞
と
は
？
と
い
う
問
い
に
は
、
か
つ
て
若
い
頃
に
は
、『
狂

気
の
伝
達
で
す
』
と
答
え
、
今
は
も
っ
ぱ
ら
、『
時
代
の
飢
餓
の
発
見
で
す
』
と
言
っ
て
い
る
」

　

人
間
は
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
が
好
き
な
の
だ
ろ
う
。「
あ
る
」
も
の
は
そ
れ
が
当
た
り
前
で
気
が
つ
か
ず
、「
な

い
」
も
の
ば
か
り
に
目
が
行
き
、
そ
れ
を
求
め
続
け
る
。
ま
る
で
終
わ
り
の
な
い
旅
の
よ
う
だ
。

　

深
田
太
郎
は
、
阿
久
悠
が
後
輩
に
贈
っ
た
言
葉
を
「
実
に
父
ら
し
い
言
葉
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。「
き
み
は

き
み
ら
し
く
、
さ
れ
ど
き
み
以
上
の
も
の
を
求
め
て
。
き
み
は
き
み
を
信
じ
、
さ
れ
ど
き
み
以
外
の
才
も
信
じ
て
」

　

最
近
、
つ
く
づ
く
思
う
。
自
分
に
も
阿
久
悠
の
よ
う
な
才
が
あ
っ
た
な
ら
・
・
・
。
終
わ
り
の
な
い
旅
は
続
く
。




