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日本のリーダーが語る世界競争力のある人材とは？
国際協力銀行は、日本政策金融公庫の国際金融部門である。
重要な資源の海外での開発や産業界の国際競争力の向上、
国際金融秩序の混乱への対応……と、国際社会の健全な発展を担っている。
その経営責任者の渡辺博史氏は、国際金融のスペシャリストであり、
一橋大学で教鞭を執っていたこともある。
お互いに親交が深いこともあり、小川英治副学長との対談は、
一橋大生の印象からグローバル人材論まで、大いに盛り上がった。

巻 頭 特 集
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小
川　

渡
辺
さ
ん
に
は
、
３
年
前
に
一
橋
大
学
で
教
鞭
を

執
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
初
に
、
そ
の
と
き
の
印
象
か

ら
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

渡
辺　

商
学
部
の
１
〜
２
年
生
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
（
大

学
院
商
学
研
究
科
経
営
学
修
士
コ
ー
ス
。
い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｂ
Ａ

コ
ー
ス
）
の
１
〜
２
年
生
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

半
年
と
い
う
短
い
期
間
だ
っ
た
の
で
、
十
分
に
本
質
が
見
え

て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
学
生
の
文
章
力
は

１
年
次
か
ら
相
当
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
は
現
行
の
入
試
制
度
で
文
章
構
成
力
の
評
価
が

試
験
に
う
ま
く
反
映
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い

か
と
推
察
し
ま
す
。
２
年
次
に
な
る
と
言
葉
を
用

い
た
発
表
力
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
力
が
か
な

り
つ
い
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
大
学
に
入
っ
て
か
ら

鍛
え
ら
れ
た
も
の
で
、
１
年
次
の
ゼ
ミ
の
効
果
が

上
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
し
な
べ
て

基
礎
的
な
能
力
は
高
い
で
す
ね
。
私
の
講
義
で
は
、

政
治
問
題
、
社
会
問
題
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策

決
定
過
程
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
が
、
学
生

た
ち
は
専
門
ば
か
り
で
な
く
、
若
者
ら
し
く
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
に
関
心
を
示
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
の
必
要
性
で
い
え
ば
、
や
や
不
十
分

な
の
は
英
語
の
力
と
数
学
の
力
で
す
。
英
語
力
、
数
学
力

は
も
っ
と
伸
ば
さ
れ
て
い
て
も
い
い
。
し
か
し
、
こ
ち
ら

か
ら
何
か
を
ぶ
つ
け
れ
ば
、
応
え
る
だ
け
の
力
を
学
生
は

持
っ
て
い
ま
す
。

小
川　

大
学
で
は
、
学
生
に
ど
う
い
う
付
加
価
値
を
つ
け
ら

れ
る
か
が
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
ね
。

渡
辺　

そ
う
で
す
ね
。「
こ
れ
か
ら
は
数
学
が
で
き
な
い
と

だ
め
だ
」
と
言
っ
た
ら
、「
数
学
が
苦
手
だ
か
ら
商
学
部
に

来
ま
し
た
」
と
答
え
た
学
生
が
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
経
済
学
と
商
学
に
つ
い
て
は
、
数
学
は
不
可
欠
で
す
。

恐
ら
く
受
験
の
た
め
の
勉
強
は
し
て
も
、
経
済
学
や
商
学
の

た
め
に
な
ぜ
行
列
な
り
統
計
手
法
と
い
っ
た
数
学
が
必
要
な

の
か
を
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。
経
済
分
析
や
ビ
ジ

ネ
ス
分
析
な
ど
で
数
学
が
必
要
な
こ
と
を
わ
か
っ
て
も
ら
え

渡
辺
博
史
（
わ
た
な
べ
・
ひ
ろ
し
）

１
９
４
９
年
6
月
東
京
生
ま
れ
。
１
９
７
２
年
3
月
東
京

大
学
法
学
部
を
卒
業
後
大
蔵
省
（
現
財
務
省
）
入
省
。
１

９
７
１
年
10
月
司
法
試
験
合
格
。
１
９
７
５
年
6
月
ア
メ

リ
カ
・
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
経
済
学
修
士
課
程
を
修
了
。
理
財

局
、
主
税
局
、
国
際
局
、
財
務
官
を
経
て
２
０
０
７
年
7

月
退
官
。
同
10
月
（
財
）
国
際
金
融
情
報
セ
ン
タ
ー
顧
問
。

２
０
０
８
年
4
月
一
橋
大
学
大
学
院
商
学
研
究
科
教
授
。

２
０
０
８
年
10
月
日
本
政
策
金
融
公
庫
副
総
裁　

国
際
協

力
銀
行
経
営
責
任
者
。

国際協力銀行経営責任者

渡
辺

博
史氏

日本のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？
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背
景
の
違
い
を
前
提
と
し
て
是
認
し
、

相
手
の
立
場
で
自
分
の
意
見
を
検
証
し
て
み
る

一
橋
の
学
生
に
必
要
な

英
語
力
と
数
学
力
の
い
っ
そ
う
の
強
化



る
よ
う
な
教
え
方
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
英

語
も
そ
う
で
す
が
、
経
済
学
や
商
学
の
授
業
の
な

か
で
数
学
が
ど
の
よ
う
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
か

を
教
え
て
い
け
ば
、
学
生
が
付
加
価
値
を
身
に
つ

け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

小
川　

一
橋
大
学
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
が
、
商
学
部
で
は
１
年
次
か
ら
ゼ

ミ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
英
語
や
数
学
の
重
要
性
を

教
科
に
か
ら
め
て
教
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
ゼ

ミ
は
有
効
だ
と
い
え
ま
す
。

渡
辺　

１
年
次
の
導
入
ゼ
ミ
は
幅
広
い
題
材
を
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
な
か
に
英
語
や
数

学
を
と
け
込
ま
せ
る
よ
う
な
ゼ
ミ
が
展
開
で
き
れ
ば
い
い
で

す
ね
。
私
が
大
学
に
入
学
し
た
と
き
は
学
園
紛
争
の
最
中
で

し
た
。
東
京
大
学
で
は
、
紛
争
終
了
後
に
英
語
の
授
業
を
イ

ン
テ
ン
シ
ブ
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ブ
・
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
、ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
、ヒ
ア
リ
ン
グ
の
四
つ
に
分
け
て

い
ま
し
た
。
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
い
わ
ゆ
る

通
常
の
英
語
の
授
業
で
す
。
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ブ
・
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
で
は
、
全
学
部
の
先
生
が
専
門
教
科
を
英
語
で
教
え
て

い
ま
し
た
。
社
会
科
学
系
の
先
生
か
ら
ご
自
身
の
関
心
事
項

を
英
語
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
と
い

う
の
は
、
大
い
に
身
に
な
り
ま
し
た
。

英
語
そ
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
に
加
え

て
、
英
語
を
使
っ
て
専
門
教
科
を
学

ぶ
こ
と
が
大
事
で
す
。
要
は
教
養
課

程
の
立
て
方
だ
と
い
え
ま
す
。

小
川　

た
と
え
ば
、
日
本
の
歴
史

を
英
語
で
教
え
る
。
将
来
社
会
に
出

て
、
日
本
の
こ
と
を
英
語
で
説
明
す

る
必
要
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
得
ま

す
か
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
を
英
語
で

勉
強
す
る
と
い
う
の
も
重
要
で
す
ね
。

渡
辺　

世
界
的
に
通
用
す
る
人
材
と
い
っ
て
も
、
自
国
文
化

に
疎
い
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分

の
国
や
経
済
社
会
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
だ
け
の
知
識
が
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
が
日
本
人
に
聞
き
た
い
の
は
、

日
本
経
済
や
産
業
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
が
き
ち
ん
と
頭
に
入
っ
て
い
て
適
切
な
言
葉
で
説

明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

小
川　

一
橋
大
学
で
も
英
語
で
行
う
授
業
を
増
や
し
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、Ｍ
Ｂ
Ａ
の
ほ
う
の
印
象
は
い
か
が
で
し
た
か
。

渡
辺　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
エ
ン
バ
イ
ラ

メ
ン
ト
と
い
う
講
座
は
36
名
の
学
生
の
う
ち
６
割
が
外
国

人
留
学
生
で
し
た
。
学
部
生
に
比
べ
て
関
心
を
持
つ
内
容

が
専
門
的
で
、
教
え
る
ほ
う
も
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。
そ

こ
で
も
英
語
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
外
国
人
留
学
生
は
、

ト
ラ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
近
く
２
・
６
か
、
２
・
７
か
国
語
ぐ
ら

い
使
い
こ
な
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
人
の
学
生
は

せ
い
ぜ
い
１
・
５
か
国
語
で
し
ょ
う
か
。
授
業
の
な
か
で
英

語
を
身
に
つ
け
て
い
け
る
よ
う
な
機
会
を
、
よ
り
多
く
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

小
川
英
治
（
お
が
わ
・
え
い
じ
）

１
９
５
７
年
5
月
北
海
道
生
ま
れ
。
１
９
８
１
年
3
月
一

橋
大
学
商
学
部
卒
業
。
１
９
８
３
年
3
月
同
大
学
大
学
院

商
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。
１
９
８
６
年
3
月
同
大
学

院
商
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
。
１
９
９
９
年
1
月

同
大
学
博
士（
商
学
）。一
橋
大
学
商
学
部
特
別
研
究
助
手
、

商
学
部
専
任
講
師
、
商
学
部
助
教
授
を
経
て
、
１
９
９
９

年
4
月
大
学
院
商
学
研
究
科
教
授
。
２
０
０
９
年
1
月
〜

２
０
１
０
年
12
月
商
学
研
究
科
長
・
商
学
部
長
。
２
０
１

１
年
1
月
理
事
・
副
学
長
（
財
務
、
社
会
連
携
、
企
画
・
評

価
、
情
報
化
担
当
）。

一橋大学理事・副学長

小
川

英
治
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小
川　

今
日
の
対
談
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
、「
世
界
競
争
力

の
あ
る
人
材
」で
す
。
世
界
競
争
力
の
あ
る
人
材
に
つ
い
て
、

渡
辺
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

渡
辺　

ま
ず
、
相
手
方
と
議
論
が
で
き
る
能
力
を
備
え
て
い

る
こ
と
で
す
ね
。
何
が
問
題
で
、
何
を
解
く
こ
と
に
よ
っ
て

次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
た
う

え
で
議
論
を
展
開
で
き
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
先
ほ
ど
話
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、自
国
文
化
の
こ
と
を
よ

く
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ツ
ー
ル
で
あ
る
英
語
力
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
自
分
の
言
葉
に
責
任
を
持
つ
こ
と
で
す
。
仮

説
を
基
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
し
て
い
る
と
き
に
は
、
無
理
を
承
知

の
う
え
で
主
張
す
る
の
が
や
む
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
も
の
ご
と
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
過
程
で
は
、

発
言
に
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
信
頼
関
係
の
醸
成
法
に
関
し
て
は
、
英
語
ば
か

り
で
な
く
日
本
語
に
よ
る
教
育
で
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

小
川　

お
互
い
の
信
頼
関
係
が
醸
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
売
り

言
葉
に
買
い
言
葉
と
い
っ
た
言
葉
遊
び
に
終
わ
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
そ
う
し
た
能
力
が
身
に
つ
く
と

お
考
え
で
す
か
？

渡
辺　

海
外
で
、
あ
る
い
は
国
内
で
あ
っ
て
も
国
際
的
な
仕

事
を
す
る
場
合
に
は
、
相
手
方
の
立
場
は
自
分
た
ち
と
違

う
。
そ
し
て
、
違
う
こ
と
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
、
悪
い
こ

と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
。
こ
れ
が
重
要
に
な

り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
は
、
価
値
観
が
ま
っ
た
く
違

う
国
の
人
と
交
渉
す
る
機
会
が
増
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
前

提
と
し
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
文
化
の
背
景
が
違
う
わ
け
で
す

し
、
そ
れ
は
善
悪
と
は
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
相
手
の
立
場
に
立
っ

て
考
え
、
自
分
た
ち
の
主
張
が
ど
う
思
わ
れ
る
か
と
い
う
こ

と
に
思
い
を
馳
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
本
当
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
も
の
の
考
え
方
で
す
。
も
の
ご
と
は
グ
ロ
ー
バ

ル
に
し
か
動
い
て
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
文
化
や
価
値
観
の
違

い
を
主
義
主
張
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
フ
ァ
ク
ト

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、
実
は
日
本
の
国
内
に
お
い
て

も
必
要
な
わ
け
で
、
本
質
的
に
は
躾し

つ
け

に
近
い
話
で
す
が
、
こ

う
し
た
教
育
は
高
校
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
大

学
で
教
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

小
川　

お
互
い
の
違
い
を
受
け
入
れ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
で
し
ょ
う
か
。

渡
辺　

他
の
国
の
考
え
方
を
知
る
に
は
、
日
々
、
日
本
以
外

の
ニ
ュ
ー
ス
に
触
れ
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
関
心
の
あ
る
国

や
地
域
を
２
〜
３
か
所
決
め
て
、
日
本
の
新
聞
を
読
む
時
間

の
３
分
の
１
か
ら
２
分
の
１
を
充
て
る
の
で
す
。
こ
の
国
は

ど
の
よ
う
な
論
理
立
て
で
動
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
意
図

的
に
見
て
い
く
こ
と
で
す
。
ネ
ッ
ト
時
代
で
す
か
ら
、
パ
ソ

コ
ン
で
い
く
ら
で
も
情
報
は
手
に
入
り
ま
す
。

　

ま
た
、
英
語
は
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
ら
ず
デ
フ
ァ
ク
ト
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（
事
実
上
の
標
準
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自

分
の
言
い
た
い
こ
と
を
相
手
に
理
解
さ
せ
る
だ
け
の
英
語
力

を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
大
学
の
最
初
の
２
年
間
は
集
中
的

に
学
習
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

小
川　

渡
辺
さ
ん
ご
自
身
は
、
ど
の
よ
う
に
英
語
力
を
身
に

つ
け
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
か
。

渡
辺　

そ
う
で
す
ね
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
と
は
分
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
大
学
１
〜
２
年
生
の
と
き
は
学
園
紛
争
の
最
中
で
し

た
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
授
業
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま

ゼ
ミ
で
、
政
治
お
よ
び
日
本
思
想
史
を
勉
強
し
て
い
た
の
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で
、
日
本
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
。
19
世
紀
以

降
の
日
本
は
、
海
外
と
の
関
連
で
自
分
自
身
を
過
度
に
褒
め

た
り
貶お

と
し

め
た
り
の
繰
り
返
し
で
し
た
ね
。
そ
う
い
う
内
容
の

イ
ン
プ
ッ
ト
を
ス
ト
中
で
も
「
自
主
ゼ
ミ
」
の
形
で
行
い
、

紛
争
終
了
後
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ブ
・
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
を
受
け
る
な
か
で
そ
れ
を
英
語
の
議
論
の
な
か
に

落
と
し
込
ん
で
い
ま
し
た
。
自
分
の
発
言
に
責
任
を
持
つ
と

い
う
こ
と
は
、
社
会
に
出
て
か
ら
国
際
会
議
に
送
り
出
さ
れ

て
否
応
な
し
に
学
び
ま
し
た
。

　
私
は
、
２
年
間
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
ま
し
た
の
で
、
国
際
的

な
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
出
て
い
き
ま
し
た
が
、
二
国
間
交
渉
よ

り
も
多
国
間
会
議
へ
の
出
席
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
つ
ね
に
文

化
的
に
違
う
背
景
の
相
手
が
複
数
い
る
と
こ
ろ
で
議
論
を
し

て
き
ま
し
た
。
英
語
自
体
は
、
大
学
紛
争
後
の
東
京
大
学
で

の
教
育
が
ベ
ー
ス
に
な
り
、
留
学
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

一
定
の
レ
ベ
ル
で
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

小
川　

国
際
協
力
銀
行
か
ら
み
る
と
、
世
界
競
争
力
が
あ
る

人
材
と
は
ど
ん
な
人
材
で
し
ょ
う
か
。

渡
辺　

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に
求
め
ら
れ
る
能
力
も
時
代
に

よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
は
第
１
期
、
第
２
期
と
そ
の
揺
り
戻
し
が
あ
り
ま
し

た
。
昔
は
本
社
の
指
示
に
従
っ
て
尖せ

ん

兵ぺ
い

と
し
て
外
地
に
赴
く

出
先
部
隊
と
し
て
の
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
」
で
、
本
社
の
指
示
を
的
確
に
表
現

で
き
る
語
学
力
が
何
よ
り
も
求
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
90
年
代
に
な
る
と
広
い
立
場
で
他

の
国
と
の
協
調
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
ア

ジ
ア
で
は
、
日
本
を
中
心
に
雁が

ん

行こ
う

す
る
発
展

の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
地
域
的
な
分
業
体
制
を
つ
く
り
、
各

国
が
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
位
置
・
役
割
を
果
た
す
か
と
い
う

意
味
で
、
情
報
発
信
力
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

英
語
と
体
力
を
駆
使
し
て
、
知
的
に
も
の
を
構
築
し
、
他
の

国
の
人
と
そ
れ
を
分
担
で
き
る
合
意
形
成
力
が
必
要
に
な
っ

て
き
た
の
で
す
。

　
そ
の
後
、
若
い
人
を
含
め
て
少
し
内
向
き
に
な
っ
て
き
た
と

い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

ア
メ
リ
カ
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
混
同
さ
れ
て
、

こ
れ
で
は
よ
く
な
い
と
い
う
揺
り
戻
し
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
ア
メ
リ
カ
の
一
極
支
配
が
徐
々
に
崩
れ
る
と
、
ア
ジ
ア
な

ど
の
我
々
の
カ
ル
チ
ャ
ー
と
違
う
新
し
い
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
伸
び

て
き
ま
し
た
。
ま
す
ま
す
、
相
手
が
何
を
考
え
て
い
る
か
を
読

み
取
っ
て
構
成
す
る
能
力
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　
第
１
期
は
本
社
に
指
示
を
も
ら
え
ば
よ
か
っ
た
が
、
第
２

期
に
は
個
人
に
も
判
断
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
ま
す
ま
す
、
他
の
国
の
意
向
を
ど
う
汲
み

取
っ
て
ま
と
め
て
い
く
か
と
い
う
能
力
が
必
要
な
時
代
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。

小
川　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
前
に
国
際
化
が
あ
り
ま
し
た
。
国

際
化
の
な
か
、
日
本
人
は
国
境
を
越
え
て
海
外
に
出
ま
し

た
。
行
き
先
の
中
心
は
欧
米
。
し
か
し
、
今
で
は
欧
米
ば
か

り
で
な
く
ア
ジ
ア
も
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
昔
と
比
べ
る
と
地
球
規
模
の
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
き

た
わ
け
で
す
ね
。

渡
辺　
で
す
か
ら
、
特
定
の
考
え
方
で
は
割
り
切
る
こ
と
が

で
き
な
い
社
会
に
な
っ
て
き
た
の
で

す
。
取
捨
選
択
の
際
の
基
準
と
な
る

軸
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
増
え
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況

に
精
神
的
に
タ
フ
に
つ
き
あ
え
る
人

材
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
エ
キ
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
に
日
本
が
出
し
ゃ
ば
る
こ
と

も
、
引
っ
込
む
こ
と
も
な
い
の
で
す
。

　
か
つ
て
の
強
い
ア
メ
リ
カ
で
は
、
全
産
業
が
強
か
っ
た
の

で
す
が
、
過
去
30
年
で
製
造
業
が
弱
り
、
今
で
は
サ
ー
ビ
ス

産
業
と
農
業
は
強
い
で
す
が
、
産
業
分
類
で
は
一
と
三
が
残

り
、
中
の
二
が
抜
け
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
製

造
業
は
ア
メ
リ
カ
が
資
本
を
使
っ
て
ア
メ
リ
カ
国
外
に
や
ら

せ
て
い
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
部
分
を

他
の
国
の
人
が
自
ら
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
経
営
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
変
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
わ

け
で
、
今
や
、
過
度
に
ア
メ
リ
カ
と
い
う
軸
を
立
て
ず
に
客

観
的
に
そ
う
し
た
現
象
を
見
る
目
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

小
川　

一
橋
大
学
は
、
こ
の
た
び
国
際
協
力
銀
行
と
包
括

連
携
協
定
を
結
び
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
な
ど
、
世
界
で
今
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
か

日本のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？
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グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
段
階
に
よ
り

異
な
る
、求
め
ら
れ
る
人
材

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
可
能
な
社
会
へ
の
ツ
ー
ル



と
い
っ
た
生
の
現
実
を
若
い
学
生
に
教
授
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

渡
辺　

私
が
一
橋
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
と
き
は
、
ゼ

ミ
で
も
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
も
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
論
理
的
な
構
成
は
小
川
先
生
は
じ
め
各
先

生
方
か
ら
聞
い
て
い
る
と
い
う
前
提
で
、
そ
れ
が
い
か
に
実

態
の
社
会
で
活
か
さ
れ
て
い
る
か
は
私
の
ほ
う
か
ら
紹
介
す

る
、
と
。
今
回
の
包
括
連
携
協
定
で
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の

は
、
ま
さ
に
現
場
で
の
知
恵
や
悩
ん
で
き
た
背
景
を
伝
え
る

こ
と
で
す
。
文
化
や
歴
史
の
違
い
か
ら
、
各
国
に
は
金
融
構

造
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
細
か
い
話
が
、
全
体
を

揺
る
が
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し

い
か
ら
で
す
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
国
や
組
織
体
に
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
す
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対

し
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
リ
ス
ク

に
対
す
る
考
え
方
も
根
本
的
に
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
は
、
中
堅
以
下
の
企
業
へ
の
融
資
は
社

長
の
個
人
資
産
を
担
保
に
し
て
い
た
の
で
、
一
度
失
敗
し
た

ら
起
業
家
は
二
度
と
立
ち
直
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
て
は
、
日
本
社
会
は

発
展
し
て
い
き
ま
せ
ん
。
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
可
能
な
社
会
を
構

築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｂ
が
失
敗
し
て
も
Ａ

や
Ｃ
は
残
っ
て
い
て
、
す
べ
て
を
失
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は

な
い
、
そ
こ
で｢

も
う
一
度｣

試
み
る
と
い
う
視
点
か
ら
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
然
、
企
業
の
ト
ー
タ
ル
な
リ
ス
ク
管

理
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

小
川　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
再
チ
ャ
レ
ン
ジ

を
可
能
に
す
る
ツ
ー
ル
に
な
る
と
聞
い
て
、
感
動
し
ま
し

た
。
失
敗
を
し
た
ら
す
べ
て
が
だ
め
に
な
る
と
い
っ
た
風
潮

を
変
え
て
い
く
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
ス
キ
ー
ム
で
で
き
る
の

か
を
学
生
に
学
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

渡
辺　

金
融
機
関
も
大
企
業
に
融
資
す
れ
ば
安
心
だ
と
い
う

の
で
は
な
く
、
一
つ
ひ
と
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
を
分
析
し
て
判
断
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
日
本

の
金
融
機
関
全
体
が
不
動
産
担
保
偏
重
だ
っ
た
80
年
代
の
担

保
貸
し
の
世
界
か
ら
抜
け
出
せ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
は
、
中
小

企
業
の
社
長
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
賭
け
て
み
よ
う
と

い
う
姿
勢
が
あ
り
ま
し
た
が
、
人
の
能
力
、
ア
イ
デ
ア
の
整

合
性
を
重
視
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
戻
っ

て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
は
金
融

機
関
の
審
査
能
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
企
業

側
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
個
別
管
理
に
よ
り
、
う

ま
く
い
っ
て
い
る
も
の
、
い
か
な
い
も
の
を
判

断
し
な
が
ら
リ
ス
ク
を
取
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

小
川　

こ
う
し
た
こ
と
を
英
語
で
講
義
し
て

い
た
だ
け
る
わ
け
で
す
ね
。
一
橋
大
学
は
英
語

に
よ
る
授
業
を
強
化
し
て
い
ま
す
か
ら
、
二
重
の
意
味
で
感

謝
し
て
い
ま
す
。

渡
辺　

当
行
の
職
員
に
と
っ
て
も
、
英
語
に
よ
る
講
義
は
意

味
の
あ
る
こ
と
で
す
。
普
段
は
交
渉
英
語
を
使
っ
て
い
ま
す

の
で
、
学
生
へ
の
レ
ク
チ
ャ
ー
に
通
用
す
る
か
ど
う
か
、
戸

惑
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
機
関
の
役
割
は
、
世

の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
い
ち
早
く
キ
ャ
ッ
チ
し
、
い
か

に
わ
か
り
や
す
く
国
民
に
伝
え
る
か
に
あ
り
ま
す
。
国
際
金

融
の
現
場
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
い
か
に
学
生
に
絵
解
き

し
な
が
ら
伝
え
ら
れ
る
か
で
す
ね
。
公
的
機
関
と
し
て
、
そ

の
よ
う
な
能
力
が
我
々
に
は
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
川　

こ
れ
か
ら
の
一
橋
大
学
の
学
生
に
対
し
て
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
か
。

渡
辺　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
語
学
力
と
数
学
力
を
身

に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
。
現
実
に
動
い
て
い
る
世
界
で
は
、

日
本
の
外
の
ウ
エ
ー
ト
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
実
業
の
世

界
で
は
、か
つ
て
は
内
と
外
の
境
が
明
確
で
し
た
。
し
か
し
、

メ
ー
カ
ー
な
ど
で
は
「
内
」
と
「
外
」
と
い
う
概
念
は
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
が
事
実
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
日

常
的
に
海
外
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、

関
心
を
高
く
持
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

就
業
構
造
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
日
本

だ
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
企
業
を
見
る
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、「
自
分
に
は
こ
れ
が
で
き
る
」
と
い

う
も
の
を
一
つ
見
つ
け
て
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と

で
す
。
そ
の
根
が
崩
れ
て
し
ま
う
と
、
人
の
意
見
に
流
さ
れ

る
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
学
部
の
４

年
間
の
う
ち
に
こ
の
部
分
と
こ
の
部
分
に
関
心
が
あ
る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
３
〜
４
年
の
後
期
ゼ
ミ
で
さ
ら
に
掘

り
下
げ
て
い
き
、
自
分
が
よ
っ
て
立
つ
原
点
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
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自
分
の「
根
」と
な
る
も
の
を
見
つ
け
だ
し
、

２
〜
３
年
次
に
徹
底
し
て
鍛
え
る



小
川　

学
生
が
４
年
間
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
か
は
重
要
で

す
ね
。
先
を
見
据
え
て
、
世
の
中
で
は
何
が
必
要
か
を
考
え

な
が
ら
勉
強
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

渡
辺　

昔
の
企
業
は
学
生
を
即
戦
力
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
か
ら
、
大
学
に
は
、
学
生
へ
の
教
育
に
期
待
を
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
論
理
的
思
考
さ
え
身
に
つ
い
て
い
れ

ば
、
あ
と
は
企
業
内
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
鍛
え
る
と
い
う
発
想
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
違
っ
て
き
ま
す
。
大
学
の

４
年
間
を
す
ぱ
っ
と
別
の
も
の
と
し
て
切
っ
て
「
消
費
」
し
、

企
業
に
入
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
つ
な
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が

必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
を
見

据
え
て
勉
強
し
、
先
生
方
も
学
生
を
教
育
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

小
川　

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
が
就
職
先
に
な
る
わ
け
で
す
か

ら
…
…
。

渡
辺　

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
は
も
た
な
い
時
代
が
や
っ
て
き
ま

し
た
ね
。
そ
れ
を
言
う
と
学
生
が
慌
て
ま
す
か
ら
、
今
は
、

少
な
く
と
も
自
分
の
専
門
分
野
と
有
機
的
に
つ
な
が
っ
た
英

語
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
す
。
実
社
会
に
出
れ
ば
、
中
国
語

や
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
第
２
、
第
３
外
国
語
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す

る
機
会
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
重
要
な
基
礎
と
な
る
の
が
英
語

で
す
。
一
つ
の
言
語
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
、
次
は
そ
う
難
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
時
代
は
日
常
的
に
語
学
に
囲
ま
れ
て

い
る
状
況
が
望
ま
し
い
で
す
ね
。
企
業
に
入
れ
ば
そ
れ
が
普

通
に
な
る
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
の
で
。

小
川　

学
生
も
そ
の
よ
う
な
社
会
に
出
て
い
く
の
だ
と
い
う

前
提
で
、
英
語
と
専
門
を
磨
く
。
大
学
が
十
分
に
サ
ポ
ー
ト

す
る
こ
と
で
、
付
加
価
値
の
高
い
学
生
を
社
会
に
送
り
出
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。

渡
辺　

今
の
就
職
過
程
で
は
、
大
学
２
〜
３
年
次
に
ど
れ
だ

け
鍛
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
就
職
が
決
ま
っ
た
後
に
は
、
別
の
ア
ジ
ャ
ス
タ

ビ
リ
テ
ィ
、
実
社
会
に
出
る
た
め
の
別
の
切
り
口
が
必
要
で

す
。
た
と
え
ば
、
実
務
経
験
者
を
短
期
間
招
聘
し
て
大
学
と

ビ
ジ
ネ
ス
社
会
を
結
ぶ
「
社
会
送
り
出
し
コ
ー
ス
」
の
よ
う

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
る
と
、
つ
な
ぎ
に
な
る
で
し
ょ
う
。

小
川　

学
部
４
年
生
の
就
職
先
決
定
後
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

在
学
中
を
と
お
し
て
、「
キ
ャ
リ
ア
ゼ
ミ
」（
通
称
、如
水
ゼ
ミ
）

な
ど
の
「
社
会
送
り
出
し
コ
ー
ス
」
の
よ
う
な
授
業
は
あ
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
、
大
学
４
年
間
と
社
会
と
を
連
続
時
間
で
つ

な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

小
川　

最
後
に
、
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

に
、
国
際
協
力
銀
行
は
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
の

で
し
ょ
う
か
。

渡
辺　

そ
う
で
す
ね
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
は
三
つ

の
業
務
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
原
発
問
題
関
係
で

は
、
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
天
然
ガ
ス
や
石
油

の
輸
入
が
増
大
し
ま
す
か
ら
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が

タ
イ
ト
に
な
っ
た
際
に
は
当
然
、
融
資
を
考
え
ま

す
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、
日
本
の
金
融
事
情
に

は
ゆ
と
り
が
あ
り
ま
す
。

　
次
に
ジ
ャ
パ
ン
プ
レ
ミ
ア
ム
な
ど
、
仮
に
日
本

が
狙
い
撃
ち
さ
れ
て
外
貨
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
コ
ス

ト
が
高
く
な
っ
た
場
合
に
も
対
応
し
ま
す
。
外
為

特
会
（
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
）
か
ら
１
兆
５
０
０
０
億

円
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
得
て
い
ま
す
か
ら
、
必
要
な
際

に
は
ど
の
よ
う
に
で
も
対
応
い
た
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、
現

在
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ
い
て
い
る
よ
う
な
状

況
で
す
し
、
４
〜
５
月
は
企
業
も
債
券
発
行
を
抑
制
し
て
い

ま
し
た
か
ら
、
そ
う
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
三
つ
目
が
、
生
産
拠
点
の
多
様
化
へ
の
対
応
で
す
。
被
災

地
の
み
に
し
か
工
場
が
な
か
っ
た
企
業
な
ど
は
分
散
化
が
必

至
で
す
。
日
本
を
分
断
し
て
い
る
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
西
側

に
も
一
つ
の
拠
点
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
も
う
一
歩

西
に
行
っ
て
海
外
に
出
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
被
災
地
の
雇
用
問
題
や
産
業
の
空
洞
化
な
ど
の
問
題
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
企
業
が
熟
慮
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
我
々

に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
川　

今
後
も
現
場
で
ご
活
躍
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
立
場
か
ら

の
ご
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
、
大
変
貴
重
な

お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日本のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？
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東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

国
際
協
力
銀
行
が
果
た
す
役
割



　

ど
の
よ
う
な
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
、
今
般
の
大
震

災
が
日
本
社
会
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
の
は
、
日
本

社
会
が
い
く
つ
も
の
重
要
な
側
面
で
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
口
構
造
は
、
減
少
傾
向
に
転
じ
る

と
と
も
に
、
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
。
日
本
経
済

の
水
準
も
、
成
熟
し
た
段
階
に
入
っ
て
い
る
。
特
に
、
甚
大

な
被
害
を
受
け
た
東
北
地
方
は
、
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
の
問

題
が
い
っ
そ
う
深
刻
で
あ
る
。

　

ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
に
あ
る
経
済
が
大
規
模
な
自
然
災

害
を
受
け
て
急
激
に
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
場
合
、

「
〝
来
る
べ
き
未
来
〞
が
後
倒
し
に
遠
の
い
た
」
と
い
う
よ
り

も
、「〝
来
る
べ
き
未
来
〞
が
前
倒
し
で
近
づ
い
て
き
た
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
考
え
る
ほ
う
が
ず
っ
と
自
然
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
然
な
考
え
方
を
受
け
入
れ
る
こ

と
は
、
本
当
に
難
し
い
。
人
間
は
、
そ
の
性さ

が

と
し
て
、
自
分

た
ち
が
向
き
合
っ
て
い
る
状
況
を
、
自
分
た
ち
の
都
合
の
よ

い
よ
う
に
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
大
地
震
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、

震
災
前
か
ら
生
じ
て
い
た
諸
問
題
が
い
っ
そ
う
差
し
迫
っ
て

き
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
契
機
に
「
震
災
前
の

状
況
が
完
全
に
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
た
！
」
と
強
引
に
解
釈
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
読
み
替
え
た
人
々
は
、
震

災
前
の
状
況
に
つ
い
て
思
考
停
止
に
陥
る
一
方
、「
新
し
い
未

来
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
期
待
し
よ
う
と
す
る

（「
ほ
の
か
に
」
か
も
し
れ
な
い
が
）。

　

今
般
の
大
震
災
後
も
、
政
策
論
議
で
、
メ
デ
ィ
ア
で
、
前

述
の
自
然
な
考
え
方
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
、
封
印
さ
れ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
確
か
に
、
あ
る
考
え
方
が
た
と
え
合
理
的
な
も

の
で
あ
っ
て
も
、
多
く
の
人
々
の
感
情
を
逆
な
で
す
る
も
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
考
え
方
は
社
会
に
浸
透
し
に
く
い
。
特
に
、

大
地
震
の
直
後
に
、
被
災
し
た
東
北
の
人
々
に
向
か
っ
て
前

述
の
考
え
方
を
語
り
か
け
る
の
は
、
た
と
え
相
応
の
配
慮
が

「
縮
ん
で
伸
び
る
」
と
い
う
発
想

震
災
後
の
状
況
に
創
造
的
に
対
応
す
る
た
め
に

経
済
学
研
究
科
教
授    

齊
藤  

誠

２
０
１
１
年
3
月
11
日
に
発
生
し
た

東
日
本
大
震
災
を
受
け
、５
月
26
日
、

一
橋
大
学
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム・
公
開
討
論
会

「
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
考
え
る
」を

開
催
し
ま
し
た
。
本
論
文
は
、

同
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て
講
演
を
し
た

経
済
学
研
究
科
齊
藤
誠
教
授
が

Ｈ
Ｑ
用
に
上
梓
し
た
も
の
で
す
。

大
震
災
に
直
面
し
た

日
本
社
会
の
風
景
と
は
？
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あ
っ
た
と
し
て
も
、
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
ど
ん
な
に
受
け
入
れ
が
た
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
状
況
に
向
き
合
わ
な
い
ま
ま
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を

講
じ
て
い
く
と
、
政
策
効
果
が
生
ま
れ
な
い
ば

か
り
か
、
そ
の
副
作
用
が
お
そ
ろ
し
く
深
刻

な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

特
に
、「
震
災
前
か
ら
あ
っ
た
深
刻
な

経
済
問
題
」
が
、「
震
災
の
た
め
に
新

た
に
生
ま
れ
た
経
済
問
題
」
に
す
り
替

え
ら
れ
て
、
大
規
模
な
経
済
政
策
が

発
動
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私

は
懸
念
し
た
。

　

こ
う
し
た
懸
念
は
、
関
東
大
震
災

後
の
経
済
政
策
の
失
敗
と
も
重
な
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
関
東
大
震
災
後
、

斬
新
な
都
市
計
画
は
都
心
の
大
地
主
た

ち
の
反
対
で
頓
挫
し
た
。
一
方
、
公
的
信

用
や
日
本
銀
行
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
莫

大
な
資
金
は
、
大
震
災
で
直
接
的
な
ダ
メ
ー

ジ
を
受
け
た
企
業
だ
け
で
な
く
、
大
震
災
前
か
ら

収
益
性
が
芳
し
く
な
か
っ
た
企
業
に
も
向
け
ら
れ

た
。
採
算
を
維
持
で
き
な
い
企
業
へ
の
融
資
は
、

当
然
な
が
ら
焦
げ
付
い
て
、
昭
和
金
融
恐
慌
の
一
因

と
も
な
っ
た
。

　

今
般
の
震
災
か
ら
の
復
興
に
お
い
て
も
、
実
行
さ

れ
る
べ
き
構
造
改
革
が
既
得
権
益
を
有
す
る
人
々
に
よ

っ
て
阻
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
震
災
前
か
ら
深
刻
な

構
造
問
題
を
抱
え
て
い
た
事
業
に
対
し
て
、
資
金
が
湯

水
の
ご
と
く
投
じ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
関
東
大
震
災
後
に
大
失
敗

し
た
経
済
政
策
の
二
の
舞
を
演
じ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
そ
う
思
う
と
、
不
安
ば
か
り
が
募
っ
た
。

　

今
般
の
震
災
の
実
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
上

述
の
よ
う
な
懸
念
に
い
っ
そ
う
さ
い
な
ま
れ
た
。
し
か
し
、

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
直
後
に
中
学
時
代
の
同
級
生
の
吉
岡

達
也
さ
ん
と
飲
み
に
行
っ
た
こ
と
が
、
一
つ
の
転
機
と
な
っ

た
。
彼
が
共
同
代
表
を
し
て
い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト

は
、
震
災
直
後
か
ら
石
巻
に
入
っ
て
大
規
模
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
彼
は
、「
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
前

に
現
場
を
見
る
べ
き
だ
」
と
私
に
石
巻
入
り
を
す
す
め
た
。

彼
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
従
っ
た
私
は
、
5
月
13
・
14
日
の
丸
2
日

を
石
巻
で
過
ご
す
こ
と
に
し
た
。

　
「
ど
う
せ
な
ら
」
と
い
う
こ
と
で
、
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
の
現
地

ス
タ
ッ
フ
に
無
理
を
お
願
い
し
て
、
ヘ
ド
ロ
の
か
き
出
し
と

瓦
礫
の
片
付
け
の
作

業
に
半
日
加
え
て
も

ら
っ
た
。
真
剣
に
活

動
し
て
い
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
人
た
ち
に

は
本
当
に
申
し
訳
な

か
っ
た
が
、
あ
の
と

き
の
鼻
を
突
い
た
悪

臭
、
腕
に
粘
り
つ
い

た
ヘ
ド
ロ
、
目
を
ひ

ど
く
傷
め
つ
け
た
粉
塵
の
感
触
は
、
一
生
忘
れ
な
い
と
思
う
。

　

石
巻
を
訪
問
す
る
前
に
は
、
石
巻
市
が
開
設
し
て
い
る
ウ
ェ

ブ
ペ
ー
ジ
の
統
計
情
報
を
用
い
な
が
ら
、
石
巻
経
済
の
現
況
を

若
干
長
め
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
置
く
作
業
を
行
っ
て
お
い

た
。
本
稿
で
も
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

な
お
、
以
下
の
記
述
は
、
5
月
26
日
に
開
催
し
た
一
橋
大
学
政

ヘドロのかき出し作業の休憩

統
計
数
字
を
持
っ
て

現
場
を
訪
れ
て
み
た
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策
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
考
え
る
」
で
の
報
告

に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
際
の
詳
細
な
資
料
と
映
像
は
、
一
橋

大
学
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
１
。

　

石
巻
の
街
を
歩
い
て
み
る
と
、
鮮
や
か
す
ぎ
る
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
に
圧
倒
さ
れ
た
。
太
平
洋
沿
岸
や
旧
北
上
川
沿
い
で
は
、

空
爆
を
受
け
た
よ
う
な
荒
涼
た
る
風
景
が
広
が
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
沿
岸
部
や
川
沿
い
か
ら
数
百
メ
ー
ト
ル
陸
側
に
入

る
と
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
風
景
が
展
開
し
た
。
今
回
の
大
地

震
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、
建
物
の
ほ
と
ん
ど
は
倒
壊
を
免
れ

て
い
た
。
床
上
浸
水
を
し
た
家
々
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
助

け
を
借
り
て
ヘ
ド
ロ
が
か
き
出
さ
れ
て
い
た
。
避
難
し
て
い

た
人
々
の
多
く
も
徐
々
に
家
に
戻
り
始
め
、
街
自
体
が
着
実

に
日
常
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
肌
で
感
じ
た
。

　

さ
ら
に
内
陸
に
向
か
う
と
、
大
地
震
や
大
津
波
の
爪
痕
を

見
つ
け
出
す
こ
と
さ
え
難
し
か
っ
た
。
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
な
ど

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
キ
ャ
ン
プ
を
し
て
い
る
石
巻
専
修

大
学
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
風
景
は
、
と
り
わ
け
印
象
的
で
あ
っ
た
。

東
京
や
大
阪
か
ら
き
た
人
々
は
、
風
呂
に
も
入
ら
ず
、
自
炊

を
し
な
が
ら
、
日
々
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
汗
を
流
し
て

い
た
。
そ
の
一
方
で
、
地
元
の
若
者
は
地
元
の
大
学
に
通
い
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
で
陸
上
競
技
に
汗
を
流
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
風
景
の
多
様
性
を
肌
で
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
、

私
に
は
何
よ
り
も
収
穫
で
あ
っ
た
。
東
京
に
住
む
私
た
ち
は
、

大
津
波
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
日
本
製
紙
石
巻
工
場
の

写
真
か
ら
受
け
る
強
烈
な
印
象
だ
け
で
、
大
胆
な
経
済
政
策

を
発
想
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

甚
大
な
津
波
被
害
か
ら
構
想
さ
れ
た
政
策
の
典
型
は
、
高

台
や
内
陸
へ
の
移
転
計
画
で
あ
ろ
う
。
石
巻
市
も
、
5
月
上

旬
に
『
石
巻
の
都
市
基
盤
復
興
に
向
け
て
』
に
お
い
て
同
様

の
都
市
計
画
を
市
民
に
対
し
て
提
案
し
た
。

　

同
計
画
で
は
、
津
波
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
沿
岸
部
や
旧

北
上
川
沿
い
を
住
居
ゾ
ー
ン
か
ら
外
し
、
工
業
ゾ
ー
ン
、
公

園
ゾ
ー
ン
、
水
産
加
工
ゾ
ー
ン
と
し
た
。
住
居
ゾ
ー
ン
は
、

よ
り
内
陸
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
高
台
移
転
も
提
案

さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
ゾ
ー
ン
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

旧
市
内
の
東
側
に
位
置
す
る
牧
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
丘
陵
地

が
高
台
造
成
の
候
補
地
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
都
市
計
画
を
視
野
に
置
い
て
い
る
石
巻
市
は
、

本
年
11
月
ま
で
、
建
築
基
準
法
や
特
別
法
に
基
づ
い
て
津
波

被
害
が
甚
大
だ
っ
た
地
域
に
対
し
て
建
築
制
限
を
課
し
て
い

復興計画ゾーニング

1 http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2011/0603.html

倒壊を免れた住宅も多い：高台と沿岸部のコントラスト

石巻市ホームページからの転載
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/mpsdata/web/7360/hukkouhousin_tatakidai.pdf

高
台
・
内
陸
移
転
の
夢
と
現
実
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る
。
建
築
制
限
が
課
せ
ら
れ
た
地
域
で
は
、
建
て
替
え
ば
か

り
で
な
く
、
増
改
築
も
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
移
転
先
の
用
地
は
お
ろ
か
、
仮
設
住
宅
の
用
地

さ
え
確
保
す
る
の
が
難
航
し
て
い
る
の
が
実
情
の
よ
う
だ
。

5
月
中
旬
時
点
で
は
、
8
千
戸
以
上
必
要
と
さ
れ
る
仮
設
住

宅
を
建
築
す
る
た
め
に
は
、
旧
市
内
で
は
ま
ま
な
ら
ず
、
新

市
内
の
北
の
ほ
う
ま
で
用
地
を
確
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
見
通

し
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
行
政
当
局
が
用
地
確
保
に
奔
走
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
沿
岸
部
で
被
災
し
た
人
々
は
、
遠
方
の
仮

設
住
宅
に
も
、
内
陸
・
高
台
へ
の
移
転
に
も
冷
や
や
か
だ
と
い

わ
れ
て
い
る
。
そ
う
ま
で
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
危
険
と
不
便

を
覚
悟
で
1
階
部
分
が
壊
れ
た
自
宅
の
2
階
に
住
む
ほ
う
が

ま
し
だ
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
も
多
い
。

　

た
だ
、
石
巻
の
街
を
歩
き
回
っ
た
私
に
は
、
地
元
自
治
体

の
現
状
判
断
や
地
元
住
民
の
感
情
を
ど
う
し
て
も
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
石
巻
の
ど
の
地
域
を
と
っ
て
も
、

過
密
感
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

石
巻
市
の
人
口
は
、
１
９
８
０
年
代
初
頭
に
18
万
5
千
人

を
超
え
た
と
こ
ろ
で
ピ
ー
ク
と
な
っ
て
、
そ
の
後
、
急
速
に

低
下
し
て
い
く
。
２
０
０
０
年
代
に
17
万
人
を
割
り
、
震
災

直
前
は
16
万
人
に
減
少
し
て
い
た
。
多
く
の
若
・
中
年
層
が
流

出
し
た
結
果
、
人
口
高
齢
化
も
著
し
い
。

　

新
し
く
造
成
し
た
宅
地
に
も
、
空
地
が
目
立
つ
。
一
見
、
建

物
の
過
密
感
が
あ
る
市
の
中
心
部
も
、
商
業
地
の
郊
外
化
に
伴

っ
て
、
飲
食
店
を
除
け
ば
店
を
閉
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

少
し
内
陸
部
に
行
け
ば
、
広
大
な
農
地
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
土
地
の
絶
対
量
が
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
土
地
の
有
効
利
用
が
妨
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
住
ん
で
い
る
住
民
が
空
地
へ
の

仮
設
住
宅
建
設
に
違
和
感
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

農
家
が
宅
地
へ
の
用
途
転
換
に
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
中
心
市
街
地
の
地
主
は
、
そ
も

そ
も
土
地
の
有
効
活
用
に
不
熱
心
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
石
巻
市
の
将
来
を
見
据
え
れ
ば
、
議
会
や
行
政

が
中
心
と
な
っ
て
、
懸
命
に
市
民
の
間
の
利
害
調
整
を
行
い
、

す
で
に
あ
る
土
地
の
有
効
利
用
を
図
っ
て
い
く
し
か
途み

ち

が
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
理
矢
理
に
莫
大
な
資
金
を
投

じ
て
、
遠
方
に
仮
設
住
宅
を
設
け
、
丘
陵
地
を
造
成
し
て
も
、

〝
誰
も
住
ま
な
い
場
所
〞
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

　

工
業
、
商
業
、
農
業
、
漁
業
な
ど
の
再
興
も
、
拙
速
は
避

け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
漁
業
の
場
合
、
津
波
被

害
を
受
け
た
漁
港
の
多
く
は
、
そ
の
再
開
を
急
い
で
い
る
。

し
か
し
、
冷
蔵
施
設
や
貯
蔵
施
設
も
な
い
ま
ま
に
、
漁
港
整

備
も
十
分
で
な
い
ま
ま
に
、
魚
市
場
も
仮
設
の
ま
ま
で
、
漁

港
を
再
開
す
る
の
は
、
作
業
の
安
全
や
食
の
安
全
の
面
で
リ

ス
ク
が
あ
ま
り
に
大
き
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
海
底
の
地
殻
変
動
が
著
し
く
、
瓦
礫
な
ど
に
含
ま

れ
る
有
害
物
質
が
海
洋
へ
流
れ
出
て
、
放
射
性
物
質
が
福
島

第
一
原
発
か
ら
放
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
大
規

模
な
海
洋
調
査
が
本
格
的
な
漁
港
再
開
の
大
前
提
で
あ
る
。

　

実
は
、
漁
業
こ
そ
が
、
旧
に
復
す
る
こ
と
が
い
か
に
横
暴

な
企
み
な
の
か
を
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
産
業
の
筆
頭

格
で
あ
る
。

　

石
巻
市
の
水
産
業
就
業
人
口
は
、
１
９
７
０
年
に
1
万
人

に
達
し
て
い
た
が
、
２
０
０
０
年
代
に
は
4
千
人
を
下
回
っ

た
。
石
巻
市
に
あ
る
漁
港
の
水
揚
げ
量
は
、
１
９
８
０
年
代

半
ば
に
40
万
ト
ン
の
水
準
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
で
は
15
万

ト
ン
を
下
回
る
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。

　

現
在
の
漁
業
関
係
の
施
設
が
１
９
７
０
年
代
、
１
９
８
０

人口の推移石巻水揚げ量（トン）

産
業
の
復
興
も
時
間
を
か
け
て
み
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
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年
代
当
時
の
漁
業
規
模
に
見
合
っ
た
も
の
だ
と
考
え
る
と
、

漁
業
施
設
は
、
広
い
地
域
の
漁
港
の
間
で
集
約
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
自
営
業
的
な
漁
業
従
事
者
は
、
資
金
調

達
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
資
金
調
達
力
の
あ
る
企
業

体
に
漁
業
権
を
譲
渡
し
、
そ
の
企
業
の
従
業
員
と
し
て
働
く

と
い
う
選
択
も
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

漁
業
の
集
約
を
進
め
な
い
ま
ま
に
、
漁
協
が
復
旧
に
向
け

て
積
極
的
に
融
資
す
れ
ば
、
採
算
性
の
乏
し
い
企
業
へ
の
融

資
と
同
様
、
資
金
は
た
ち
ま
ち
焦
げ
付
い
て
し
ま
う
。

　

経
済
学
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
今
般
の
震
災
で
住
民
や

企
業
が
石
巻
か
ら
い
っ
そ
う
流
出
す
る
の
は
、
や
む
を
え
な

い
面
が
あ
る
。

　

震
災
前
は
、
た
と
え
過
剰
気
味
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

旧ふ
る

い
住
居
や
工
場
の
建
設
費
の
大
半
は
返
済
し
終
え
て
い

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
住
民
は
低
賃
金
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に

住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
、
企
業
は
低
生
産
性
で
あ
っ
て

も
、
低
賃
金
に
も
支
え
ら
れ
て
採
算
を
ど
う
に
か
保
つ
こ

と
が
で
き
た
。

　

し
か
し
、
大
津
波
で
住
居
や
工
場
が
消
失
し
て
、
高
額
な

再
建
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
住
み
続

け
る
こ
と
も
、
工
場
の
操
業
を
継
続
す
る
こ
と
も
難
し
く
な

っ
て
し
ま
う
。
い
わ
ん
や
、
用
地
取
得
費
の
追
加
負
担
な
ど
、

論
外
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
住
民
も
、
企
業
も
、
当
該
地

域
か
ら
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。

　

住
民
や
企
業
に
対
し
て
莫
大
な
資
金
を
貸
し
付
け
て
、
こ

う
し
た
不
可
避
的
な
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
を
無
理
矢
理
に
防

ご
う
と
す
れ
ば
、
い
っ
そ
う
悲
惨
な
こ
と
が
起
き
る
で
あ
ろ

う
。
返
済
能
力
の
な
い
経
済
主
体
へ
の
融
資
は
、
か
な
ら
ず

や
、
焦
げ
付
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

融
資
の
大
半
が
不
良
債
権
化
し
て
大
損
失
を
被
っ
た
地
方

金
融
機
関
、
漁
協
や
農
協
を
、
公
的
資
金
注
入
や
日
銀
貸
付

で
穴
埋
め
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
最
終
的
な
負
担
は
国
民
に
転

嫁
さ
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
関
東
大
震
災
後
の
経
済
政
策

の
失
敗
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

あ
ら
ゆ
る
経
済
的
な
側
面
で
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
い
現
実

を
受
け
止
め
る
の
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
し
、
経
済

的
な
縮
小
を
前
提
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
調
整
を
実
現
し

て
い
く
の
は
至
難
の
業
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
現
在
の
経
済
規
模
を
思
い
切
っ
て
コ
ン
パ
ク
ト

に
す
る
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
も
持
続
可
能

な
経
済
の
基
礎
を
築
く
作
業
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
縮
ん
で
伸

び
る
」
と
い
う
発
想
で
現
在
の
状
況
を
と
ら
え
れ
ば
、
前
向

き
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

大
震
災
を
契
機
に
理
想
的
な
リ
ー
ダ
ー
像
に
つ
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、「
縮
ん
で
伸
び
る
」
と
い
う

発
想
に
立
て
ば
、
軍
が
撤
退
す
る
に
際
し
て
優
れ
た
殿
し
ん
が
りを
務

め
ら
れ
る
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
こ
そ
、
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
す
る
と
、
東
日
本
の
復
興
だ

け
で
な
く
、
日
本
経
済
の
再
建
に
も
、
そ
の
よ
う
な
殿
し
ん
が
り型
リ

ー
ダ
ー
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

優
れ
た
殿

し
ん
が
りと

し
て
の
リ
ー
ダ
ー
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6
月
20
日
、
震
災
復
興
を
担
う
組
織
や
財
源
な
ど
基
本
的
な

枠
組
み
を
定
め
た
復
興
基
本
法
が
民
主
、
自
民
、
公
明
3
党
な

ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
、
成
立
し
た
。
復
興
の
基
本
方
針
に
関

す
る
企
画・立
案
、
総
合
調
整
を
担
う
復
興
対
策
本
部
を
内
閣
府

に
設
置
（
本
部
長
＝
首
相
）
す
る
と
と
も
に
、
地
方
機
関
と
し

て
現
地
対
策
本
部
を
置
く
。
従
来
の
復
興
構
想
会
議
は
復
興
対

策
本
部
に
組
み
込
む
。
ま
た
、
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
災

害
を
受
け
た
地
域
の
復
興
に
関
し
、
本
部
に
有
識
者
で
構
成
さ

れ
る
合
議
制
の
機
関
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
自
民
党
・
公
明
党
と
の
修
正
協
議
を
経
て
「
復
興
庁
」

を
新
た
な
官
庁
と
し
て
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
復
興
に
向
け

た
「
器
」（
組
織
）
が
整
い
つ
つ
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
復
興
財
源

を
確
保
す
る
た
め
の
国
債
「
復
興
債
」
の
発
行
や
被
災
地
域
の

「
復
興
特
区
」
指
定
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

復
興
構
想
会
議
は
「
第
1
次
提
言
素
案
」
と
し
て
、
復
興
費

用
の
た
め
国
債
を
発
行
し
た
場
合
、
償
還
財
源
の
た
め
所
得
、

消
費
、
法
人
税
と
い
っ
た
「
基
幹
税
」
の
増
税
を
検
討
す
べ
き

と
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
そ
の
下
部
組
織
の
「
検
討
部
会
」

が
、震
災
に
伴
う
復
旧
・
復
興
費
を
阪
神
淡
路
大
震
災
の
実
績
を

ベ
ー
ス
に
14
・
１
兆
か
ら
20
兆
円
と
試
算
し
て
お
り
、
第
1
次
補

正
予
算
4
兆
円
を
差
し
引
く
と
、
第
2
次
以
降
の
補
正
予
算
案

は
10
兆
円
を
超
え
る
規
模
の
支
出
が
発
生
す
る
こ
と
に
拠
る
。

　

我
々
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
16
兆
円
か
ら
25
兆
円
と
試
算

さ
れ
る
直
接
被
害
（
第
1
次
災
害
）
か
ら
の
回
復
に
加
え
て
、

間
接
的
な
被
害
、
す
な
わ
ち
「
第
2
次
災
害
」（
電
力
不
足
・
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
）、や
「
第
3
次
災
害
」（
風
評
被
害
・

日
本
経
済
構
造
の
毀
損
等
）
へ
の
対
応
で
あ
る
。
震
災
の
影
響

が
長
期
化・構
造
化
す
る
な
ら
ば
、
企
業
や
投
資
家
の
「
日
本
外

し
」、「
日
本
離
れ
」
が
助
長
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
今
日
の

我
が
国
の
よ
う
に
経
済
力
が
低
下
局
面
に
あ
る
な
か
、
震
災
を

契
機
に
国
際
競
争
力
・
市
場
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
も
っ
と
も
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
で
年
内
の
正
常

化
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
自
動
車
の
国
内
生
産
は
「
世
界
が
驚
く
」

復
旧
ペ
ー
ス
の
加
速
で
7
月
ま
で
に
通
常
レ
ベ
ル
ま
で
回
復
し

た
。
市
場
の
自
律
的
回
復
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
た
と
い
え

る
。
他
方
、
政
局
は
混
迷
が
続
く
。
む
し
ろ
、
政
治
が
日
本
経

済
の
不
確
実
性
要
素
と
な
っ
て
き
た
。

　
支
援
の
線
引
き・優
先
順
位
を
決
定
す
る
た
め
に
も
、
震
災
復

東
日
本
大
震
災
復
興
に
向
け
た
８
カ
条

経
済
学
研
究
科  

国
際
・
公
共
政
策
大
学
院
教
授    

佐
藤
主
光

２
０
１
１
年
3
月
11
日
に
発
生
し
た

東
日
本
大
震
災
を
受
け
、５
月
26
日
、

一
橋
大
学
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム・
公
開
討
論
会

「
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
考
え
る
」を

開
催
し
ま
し
た
。
本
論
文
は
、

同
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て
講
演
を
し
た

経
済
学
研
究
科
佐
藤
主
光
教
授
が

Ｈ
Ｑ
用
に
上
梓
し
た
も
の
で
す
。

1
復
興
の
ビ
ジ
ョ
ン
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興
の
ビ
ジ
ョ
ン・プ
ラ
ン
が
必
要
だ
。
た
と
え
ば
、
東
北
地
方
に

お
い
て
産
業
集
積
地
の
付
加
価
値
が
高
い
産
業
を
振
興
さ
せ
て

い
く
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
な
ら
ば
、
そ
れ
を
担
う
企
業
を
支
援
す

れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
農
業
の
集
約
・
大
規
模

化
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
低
利
融
資
や
税
の
優
遇
措
置
の
対

象
は
大
規
模
経
営
を
推
進
す
る
農
家
（
組
合
）・
企
業
が
軸
と
な

る
。
零
細
農
家
が
零
細
な
ま
ま
で
農
業
を
続
け
る
な
ら
ば
、
経

済
政
策
と
し
て
の
支
援
は
行
わ
な
い
。
代
わ
っ
て
、
社
会
政
策

で
も
っ
て
所
得
を
保
障
す
る
措
置
を
講
じ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
な
い
と
支
援
に
メ
リ
ハ
リ
が
付
か
な
い
。

　
震
災
復
興
に
あ
た
っ
て
は
、
財
源
（
増
税
）
先
行
、
あ
る
い
は

復
興
庁
な
ど
組
織
論
に
終
始
し
て
き
た
と
の
批
判
が
多
い
。
た

し
か
に
日
本
の
将
来
像
と
工
程
表
（
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
）
を
含
め

た
復
興
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
、
財
源
も
組
織
も
意
味
を
な

さ
な
い
。
他
方
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
支
え
る
財
源
と
実
効
性
（
企
画
・

執
行
）
を
担
保
す
る
組
織
が
な
け
れ
ば
、
ビ
ジ
ョ
ン
も
絵
に
描

い
た
餅
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
財
源
の
内
訳
は
短
期
的
に
は
復

興
国
債
の
発
行
や
歳
出
カ
ッ
ト
、
中
長
期
的
に
は
償
還
財
源
等

に
充
て
る
復
興
税
な
ど
時
間
軸
で
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
組

織
に
は
復
興
庁
の
ほ
か
、
国
と
地
方
と
の
役
割
分
担
、
被
災
自

治
体
と
被
災
地
外
自
治
体
と
の
水
平
的
連
携
（
人
材
の
提
供
等
）

の
在
り
方
を
含
む
。
復
興

交
付
金
を
活
用
し
た
被

災
地
の
構
造
改
革
の
促

進
、
将
来
の
道
州
制
（
復

興
庁
の
州
政
府
化
）
も
視

野
に
入
れ
る
。
よ
っ
て
、

ビ
ジ
ョ
ン
と
財
源
、
組
織

は
復
興
の
三
位
一
体
と

い
え
る
。
ど
れ
一
つ
を
欠

い
て
も
復
興
は
頓
挫
す

る
だ
ろ
う
。

 　

本
書
は
震
災
復
興
を
震
災
前
に
戻
す
だ
け
の
一
時
的
な
措
置

と
し
て
で
は
な
く
、
新
た
な
経
済
成
長・発
展
に
つ
な
げ
る
契
機

と
と
ら
え
る
。

　
震
災
以
前
か
ら
我
が
国
で
は
課
題
が
山
積
し
て
き
た
。
国・地

方
の
財
政
悪
化
、
社
会
の
高
齢
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
へ
の
対

応
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
先
送
り
」
を
繰
り
返
し
て
今
回

の
震
災
に
至
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
復
興
財
源
と
し

て
増
税
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
の
も
、「
震
災
以
前
か
ら
日
本
が
厳

し
い
財
政
状
況
に
直
面
し
て
い
る
」
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

震
災
復
興
等
、
非
常
時
に
お
け
る
「
政
府
の
各
種
の
積
極
的
施

策
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
、
中
長
期
的
な
財
政
バ
ラ
ン
ス
の

維
持
に
関
し
て
政
府
へ
の
信
認
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

に
か
か
っ
て
い
る
」（
白
川
総
裁
発
言
「
ロ
イ
タ
ー
」〈
平
成
23

年
5
月
28
日
〉）
と
も
さ
れ
る
。
震
災
復
興
と
財
政
の
健
全
性
は

切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
従
っ
て
、「
復
興
計
画
は
財
政

健
全
化
の
道
筋
の
な
か
に
描
く
も
の
と
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
具
体
的
に
は
「
税
制・社
会
保
障
の
一
体
改
革
や
成
長
戦

略
な
ど
の
諸
改
革
も
、
復
興
計
画
と
整
合
性
の
と
れ
た
形
で
遅

滞
な
く
実
行
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（
経
済
同
友
会
〈
平
成
23
年

4
月
6
日
〉）。

　
震
災
は
日
本
経
済
・
社
会
の
「
危
機
」
で
は
な
く
、「
停
滞
の

20
年
」
を
打
破
す
る
「
機
会
」
に
な
り
う
る
。「
日
本
は
貿
易

自
由
化
に
備
え
な
が
ら
震
災
復
興
も
後
押
し
す
る
経
済
活
性
化

策
を
打
ち
出
す
べ
き
」
で
あ
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
を
そ
の
軸

と
と
ら
え
る
向
き
も
あ
る
（
「
読
売
新
聞
」
社
説
〈
平
成
23
年

5
月
15
日
〉）。
農
業
の
大
規
模
化
と
合
わ
せ
て
「
日
本
で
の
モ

ノ
作
り
が
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
活
用
し
て
競
争

力
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
震
災
以
前
か
ら
新
興
国

の
台
頭
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、
原
油

価
格
の
上
昇
傾
向
が
続
い
て
い
た
。
地
球
温
暖
化
問
題
へ
の
取

り
組
み
も
求
め
ら
れ
て
き
た
。
我
が
国
は
環
境
税
や
排
出
量
取

引
制
度
に
加
え
、
原
子
力
発
電
の
比
重
を
高
め
る
こ
と
で
、「
２

０
２
０
年
ま
で
に
地
球
温
暖
化
ガ
ス
の
排
出
量
を
１
９
９
０
年

比
で
20
％
削
減
す
る
」（
鳩
山
首
相〈
当

時
〉）
こ
と
で
対
処
す
る
方
針
だ
っ
た

が
、
福
島
第
一
原
発
事
故
で
頓
挫
し

た
格
好
だ
。
と
は
い
え
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
の
抑
制
は
我
が
国
に
限
ら
ず
、

世
界
的
な
課
題
で
あ
る
。
世
界
に
先

駆
け
て
、
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

と
技
術
の
確
立
に
取
り
組
み
、
成
功

を
収
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
省
エ

ネ
社
会
の
モ
デ
ル
と
な
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
技
術
と
ノ
ウ
ハ
ウ
は
新

た
な
輸
出
分
野
に
も
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
無
論
、
成
功
が
確
実
な
わ
け

で
は
な
い
が
、
何
も
し
な
い
で
先
送

り
を
続
け
れ
ば
、
我
が
国
の
経
済
は

い
ず
れ
行
き
詰
ま
る
。

　

国
内
外
で
経
済
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

に
変
化
し
て
い
る
な
か
、
現
状
は
維
持
可
能
で
は
な
い
こ
と
を

理
解
す
る
べ
き
だ
。
原
形
復
旧
に
終
始
し
た
り
、
改
革
を
先
送

り
し
た
り
し
て
も
、
日
本
経
済
や
（
過
疎
化・高
齢
化
等
）
被
災

地
が
抱
え
た
構
造
問
題
が
自
然
治
癒
す
る
こ
と
は
な
い
。
時
間

が
た
つ
ほ
ど
、
問
題
は
い
っ
そ
う
深
刻
化
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
構
造
改
革
に
は
つ
ね
に
総
論
賛
成
、
各

論
反
対
が
付
き
ま
と
う
。
各
論
で
反
対
が
起
き
る
の
は
、
利
害

当
事
者
（
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
）
等
が
自
ら
の
既
得
権
益
に
固

執
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
利
害
当
事
者
は
政
治
家

や
官
僚
、
利
益
団
体
に
限
ら
な
い
。
一
般
高
齢
者
は
年
金
な
ど

復興の「三位一体」

危機を機会へ

2
日
本
の
宿
題
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社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
既
得
権
益
を
持
つ
。
諸
外
国
と

比
べ
て
も
低
い
課
税
は
（
税
を
負
担
し
な
い
と
い
う
形
で
の
）

納
税
者
の
既
得
権
益
だ
。
各
利
害
当
事
者
は
、
自
ら
の
既
得
権

益
は
そ
の
ま
ま
に
、
ほ
か
の
利
害
当
事
者
が
自
発
的
に
既
得
権

益
を
諦
め
て
財
政
再
建
が
進
む
こ
と
を
当
て
に
す
る
（
他
人
の

犠
牲
に
「
た
だ
乗
り
」
す
る
）
だ
ろ
う
。
一
方
、
自
身
は
各
論

反
対
を
続
け
る
（
権
益
に
固
執
す
る
）。
こ
れ
は
「
チ
キ
ン
ゲ
ー

ム
」（
我
慢
比
べ
）
に
相
当
す
る
。
結
果
、
財
政
再
建
は
先
送
り

さ
れ
、
状
況
は
い
っ
そ
う
悪
化
し
て
い
く
。
こ
の
政
治
ゲ
ー
ム

は
「
買
い
溜
め
」
に
も
類
似
す
る
。
こ
こ
で
は
買
い
溜
め
が
既

得
権
益
化
に
あ
た
り
、
皆
が
買
い
溜
め
に
走
る
こ
と
に
拠
る
物

不
足
が
財
源
不
足
で
あ
り
、
こ
れ
を
埋
め
る
た
め
の
財
政
赤
字

の
累
積
で
あ
る
。

　
震
災
復
興
は
市
場
、国
民（
納
税
者
）、被
災
者
に
対
し
て「
メ

ッ
セ
ー
ジ
性
」
を
持
つ
。
復
興
政
策
に
対
す
る
誤
解
や
不
信
を

招
か
な
い
た
め
に
も
、
そ
の
発
信
に
は
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
無
論
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
実
効
性
を
伴
う
必
要
が
あ

る
。
実
現
性
を
担
保
す
る
よ
う
な
政
策
を
合
わ
せ
て
実
施
す
る

こ
と
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
信
認
を
欠
く
。
以

下
で
は
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
係
る
課
題
を
取
り
上
げ
て
い
く
。

　

そ
の
第
1
の
課
題
は
、「
市
場
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
あ
る
。

震
災
国
債
に
つ
い
て
は
日
銀
引
受
を
求
め
る
向
き
も
あ
る
。
し

か
し
、
日
本
国
債
を
み
る
市
場
の
目
は
厳
し
い
。
米
格
付
け
会

社
（
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
）
は
日
本
国
債
を
格
下
げ
方
向
で
見
直
す

と
発
表
し
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
で
財
政
負
担
が
増
え
、
経

済
の
先
行
き
も
不
透
明
に
な
る
な
か
、
財
政
赤
字
削
減
が
難
し

く
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
（
「
朝
日
新
聞
」

〈
平
成
23
年
5
月
31
日
〉）。

　
こ
の
う
え
、
日
銀
引
受
の
よ
う
に
財
政
規
律
に
欠
く
借
金
は
、

国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
認
を
損
な
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。
日
本

は
財
政
赤
字
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
、
財
政
再
建
を
諦
め

た
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
市
場
に
受
け
取
ら
れ
る
な
ら
ば
、
震

災
の
危
機
が
財
政
危
機
に
連
鎖
し
か
ね
な
い
。「
政
府
の
支
払
い

能
力
に
対
す
る
信
認
は
突
如
低
下
し
長
期
金
利
が
急
騰
す
る
可

能
性
が
あ
る
」（
白
川
総
裁
談
）。「
オ
オ
カ
ミ
少
年
」（
＝
財
政

危
機
の
警
鐘
）
の
後
に
本
当
に
オ
オ

カ
ミ
（
＝
財
政
危
機
）
は
く
る
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政

府
が
市
場
に
優
位
す
る
、
官
僚
が

指
導
す
れ
ば
、
政
治
家
が
恫
喝

す
れ
ば
抑
え
付
け
ら
れ
る
時
代

は
す
で
に
過
ぎ
て
い
る
。「
失

わ
れ
た
10
年
」
や
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
に
際
し
て
政
府
は
多

額
の
借
金
を
重
ね
た
が
金
利
の
高
騰
は
な
か
っ
た
か
ら
今
回
も

問
題
は
な
い
（
＝
オ
オ
カ
ミ
は
こ
な
い
）
と
言
う
の
も
、
い
か

に
も
過
去
の
経
験
を
引
き
ず
る
我
が
国
ら
し
い
認
識
だ
が
、
楽

観
的
過
ぎ
よ
う
。
政
府
は
、
市
場
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、

財
政
の
健
全
性
に
つ
い
て
慎
重
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
2
は
、「
国
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
あ
る
。
復
興
に
要
す

る
費
用
は
多
額
、
か
つ
長
期
に
わ
た
る
。
当
面
は
国
債
で
賄
う

と
し
て
も
、
そ
の
元
利
償
還
費
を
含
め
て
、
い
ず
れ
歳
出
の
カ

ッ
ト
、
あ
る
い
は
増
税
と
い
う
形
で
国
民
の
負
担
に
な
る
は
ず

だ
。
歳
出
の
な
か
で
も
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
は
バ
ラ
マ
キ
と

の
批
判
が
多
く
、
復
興
財
源
を
捻
出
す
る
た
め
、
そ
の
廃
止
が

議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
震
災
復
興
の
負
担
を
育
児
世
帯

だ
け
が
負
う
べ
き
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
バ
ラ
マ

キ
は
子
ど
も
手
当
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
地
方
へ
の
補
助

金
、
公
共
事
業
、
社
会
保
障
の
な
か
に
も
バ
ラ
マ
キ
的
で
、
震

災
復
興
に
比
べ
て
優
先
度
が
低
い
政
策
も
あ
る
。
歳
出
の
見
直

3
対
話
と
し
て
の
復
興
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し
に
聖
域
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
歳
出
カ

ッ
ト
は
既
得
権
益
を
温
存
し
た
「
切
り
易
い
と
こ
ろ
か
ら
切
る

も
の
で
、
不
公
平
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
国
民
に
伝
え
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

第
3
は
「
被
災
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
被
災
者
の
生
活
再
建
を
支
援
す
る
こ
と
は
国
民
の
生

命
と
財
産
を
守
る
べ
き
政
府
の
責
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ

被
災
者
で
も
生
活
再
建
の
能
力
は
所
得
水
準
や
年
齢
に
よ
っ
て

異
な
る
だ
ろ
う
。
特
に
年
金
生
活
を
送
る
高
齢
者
の
場
合
、
住

宅
再
建
な
ど
災
害
以
前
の
生
活
水
準
を
取
り
戻
す
こ
と
は
非
常

に
困
難
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
勤
労
世
帯
で
あ
れ
ば
、
当
面

の
生
活
資
金
の
貸
与
や
二
重
ロ
ー
ン
対
策
な
ど
最
低
限
の
措
置

を
施
せ
ば
、
地
震
保
険
の
購
入
や
自
助
努
力
に
よ
っ
て
生
活
を

再
建
す
る
見
通
し
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
被
災
者
が
等

し
く
弱
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
限
ら
れ
た
財
源
の
な
か
で
、
確
実
な
救
済
を
施
す
た
め
に
は
、

（
応
急
仮
設
住
宅
の
入
居
者
に
留
ま
ら
ず
）
す
べ
て
の
被
災
者
の

実
態
把
握
を
速
や
か
に
行
っ
た
う
え
で
、
救
済
の
優
先
順
位
を

付
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
立
の
最
も
困
難
な
タ

イ
プ
の
被
災
者
を
重
点
的
に
支
援
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
高
齢
者
の
な
か
で
も
低
所
得
層
に
つ
い
て
は
今
後
、
住
宅
を

再
建
し
て
ロ
ー
ン
を
払
い
き
る
見
込
み
が
薄
い
な
ら
ば
、
優
先

的
に
公
営
住
宅
に
受
け
入
れ
て
い
く
。
災
害
で
職
を
失
っ
た
者

に
対
し
て
は
、
仕
事
の
斡
旋
を
行
い
、
早
い
段
階
で
生
活
的
に

自
立
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
。
も
と
も
と
低
所
得
者
で
今
後

と
も
高
い
収
入
が
期
待
で
き
な
い
よ
う
な
被
災
者
は
、
被
災
者

と
し
て
特
別
に
優
遇
す
る
の
で
は
な
く
、（
他
の
低
所
得
者
同

様
）
生
活
保
護
の
対
象
者
と
し
て
早
い
段
階
で
平
時
の
セ
イ
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
で
カ
バ
ー
す
れ
ば
よ
い
。

　
震
災
復
興
を
通
じ
て
政
府
は
市
場
、
国
民
（
納
税
者
）、
被
災

者
の
三
者
と
対
話
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
場
に

は
「
国
債
の
信
頼
は
揺
る
が
な
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、

国
民
に
は
「
歳
出
の
カ
ッ
ト
に
は
聖
域
は
な
く
公
平
で
あ
り
、

増
税
は
国
民
全
員
参
加
で
震
災
復
興
を
進
め
る
た
め
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
そ
し
て
被
災
者
に
は
「
自
立
困
難
な
災
害
弱

者
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
支
援
を
行
い
つ
つ
、
メ
リ
ハ
リ
を
持

た
せ
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
続
け
る
こ
と
だ
。
政
府

の
言
う
こ
と
に
信
認
が
な
い
、
誤
解
と
混
乱
を
招
く
よ
う
で
は
、

政
府
と
市
場
、
国
民
、
被
災
者
と
の
距
離
は
ま
す
ま
す
遠
ざ
か

っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
（
福
島
第
一
原
発
事
故
の
収
拾
を
巡
っ

て
、
安
全
を
訴
え
る
政
府
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
信
ぴ
ょ
う
性
が
疑

わ
れ
る
な
ど
、
か
え
っ
て
距
離
が
拡
が
っ
て
い
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
る
）。

　

こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
て
、
本
節
で
は
震
災
復
興
の
「
原

則
」
を
次
の
8
条
に
ま
と
め
る
。

　
政
府
は
震
災
復
興
プ
ラ
ン
の
立
案・実
施
、
復
興
財
源
の
確
保

に
お
い
て
被
災
者
、
納
税
者
、
市
場
と
の
対
話
（
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
発
信
）
を
意
識
し
て
努
め
る
。

（
1
）
市
場
に
対
し
て
は
、
財
政
規
律
を
弛
緩
さ
せ
な
い
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
（
復
興
税
に
よ
る
元
利
償
還
な
ど
）
信
認
の
伴

う
形
で
出
し
続
け
る
。

（
2
）
被
災
者
に
は
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
の
内
容
、

復
旧
・
復
興
の
工
程
表
を
明
ら
か
に
し
彼
等
の
生
活
・
住
宅
再

建
に
お
け
る
予
見
可
能
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
過
度
な
期

待
・
不
安
を
煽
ら
な
い
（
で
き
る
こ
と
・
で
き
な
い
こ
と
を
明

確
化
す
る
）。

（
3
）
納
税
者
に
対
し
て
は
復
興
財
源
の
確
保
に
伴
う
増
税
の
趣

旨
を
明
ら
か
に
し
て
理
解
を
求
め
る
。

　
「
新
し
い
日
本
を
創
る
」
と
い
う
グ
ラ
ン
ド
・
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ

て
、
被
災
地
の
復
興
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
の
将
来
像
を
示
す
。

（
1
）
現
在
の
危
機
へ
の
理
解
を
国
民
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、

復
興
へ
の
努
力・負
担
を
通
じ
た
将
来
へ
の
希
望
（
新
た
な
日
本

像
）
を
示
す
。

（
2
）
復
興
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
工
程
表
を
明
ら
か
に
す
る
（
実
効
性

の
あ
る
「
希
望
」
を
与
え
る
）。

（
3
）
震
災
の
危
機
を
経
済
危
機
、
財
政
危
機
に
連
鎖
さ
せ
な
い

た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。「
危
機
」
を
「
機
会
」
に
転
じ
る
経
済

財
政
構
造
改
革
に
着
手
、
復
興
を
契
機
に
新
た
な
経
済・社
会
環

境
に
対
応
す
べ
く
、
震
災
復
興
を
経
済・財
政
の
構
造
改
革
に
つ

な
げ
る
。

　

地
方
分
権
改
革
は
、
全
国
一
律
な
分
権
改
革
で
あ
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
極
め
て
中
央
集
権
的
だ
っ
た
。
む
し
ろ
、
自

立
志
向
が
強
く
か
つ
自
立
で
き
る
体
力
の
あ
る
地
方
自
治
体
に

は
自
立
を
促
す
一
方
、
被
災
地
へ
は
国
の
復
興
庁
を
通
じ
て
体

系
的
に
支
援
し
て
い
く
。「
一
国
多
制
度
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取

る
。
復
興
庁
の
創
設
は
縦
割
り
行
政
な
ど
平
時
の
制
度
の
不
備

を
克
服
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
だ
（
よ
っ
て
中
央
官
庁
か
ら
の
権

限
移
譲
が
前
提
と
な
る
）。
合
わ
せ
て
将
来
の
東
北
州
政
府
に
つ

な
げ
て
い
く
。

　
農
業
の
構
造
改
革
と
同
時
に
、
新
規
産
業・企
業
の
育
成
を
図

る
。
高
リ
ス
ク
地
域
に
関
し
て
は
、
住
民
の
集
団
移
転
と
い
っ

た
地
域
再
編
を
進
め
る
。
被
災
地
が
縮
小
均
衡
に
陥
ら
な
い
よ

う
構
造
改
革
を
進
め
て
持
続
的
な
発
展
に
つ
な
げ
て
い
く
。

4
震
災
復
興
の
８
カ
条

【
第
１
条
】
対
話
と
し
て
の
復
興
政
策

【
第
３
条
】
復
興
庁
の
設
立
と

　
　
　
　
　
「
一
国
多
制
度
」
型
の
地
方
分
権

【
第
４
条
】
被
災
地
の
構
造
改
革

【
第
２
条
】
復
興
か
ら
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
へ

16



（
1
）
復
旧
・
復
興
事
業
に
お
い
て
は
地
元
の
雇
用
を
拡
大
し
、

人
材
の
流
出
を
抑
え
る
。

（
2
）
自
立
で
き
る
被
災
者
に
は
自
立
の
機
会
（
雇
用
・
融
資
）

を
与
え
る
一
方
、
長
期
的
支
援
を
要
す
る
災
害
弱
者
へ
の
支
援

を
徹
底
す
る
。

（
3
）
既
存
産
業・農
業
の
近
代
化・効
率
化
を
進
め
、
競
争
力
を

高
め
る
ほ
か
、
新
規
企
業・新
規
産
業
の
育
成
を
図
る
。

（
4
）
今
後
と
も
災
害
リ
ス
ク
の
高
い
、
過
疎
の
進
ん
だ
地
域
か

ら
の
撤
退
を
含
め
、
地
域
（
居
住
地
域
）
の
再
編
成
を
行
う
。

（
5
）
被
災
地
を
「
構
造
改
革
特
区
」
に
指
定
す
る
な
ど
、
規
制

緩
和・税
の
減
免
を
行
い
、新
た
な
成
長
セ
ン
タ
ー
を
支
援
す
る
。

　

日
銀
引
き
受
け
や
埋
蔵
金
の
取
り
崩
し
と
い
っ
た
会
計
的

操
作
に
よ
る
財
源
捻
出
は
、
市
場
か
ら
財
政
規
律
の
弛
緩
を

疑
わ
れ
か
ね
な
い
。
震
災
が
財
政
危
機
に
連
鎖
す
る
こ
と
を

回
避
す
る
た
め
に
も
、
財
政
規
律
を
維
持
す
る
。

　

政
策
の
費
用
対
効
果
や
優
先
順
位
に
基
づ
い
た
予
算
の
配
分

ル
ー
ル
を
つ
く
る
。
臨
時
増
税
を
契
機
に
課
税
ベ
ー
ス
の
見
直

し
、
税
収
確
保・再
分
配
機
能
の
充
実
な
ど
税
制
の
抜
本
改
革
に

つ
な
げ
て
い
く
と
と
も
に
、
国
民
の
側
も
税
を
社
会
参
加
の
一

環
と
い
う
意
識
転
換
を
す
る
。

　

規
制
緩
和
（
特
区
の
指
定
）、
明
確
な
復
興
プ
ラ
ン
な
ど
の

環
境
整
備
を
行
っ
た
う
え
で
、
被
災
地
の
再
開
発
に
事
業
運
営

権
方
式
を
含
む
Ｐ
Ｆ
Ｉ
等
民
間
資
金
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
積
極
的

に
利
用
す
る
。

　

イ
ン
フ
ラ
や
建
物
の
耐
震
化
だ
け
で
な
く
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー
ン
の
断
絶
に
備
え
た
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｍ
）
の
作
成
や

リ
ス
ク
管
理
の
考
え
方
を
普
及
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
）
自
治
体
に
よ
る
防
災
対
策
を
徹
底
す
る
。

（
2
）
イ
ン
フ
ラ
更
新
・
地
域
の
再
編
成
を
含
め
て
、
災
害
に
強

い
国
土
の
発
展
に
努
め
る
。

（
3
）
自
助
努
力・事
前
の
備
え
と
し
て
住
宅
の
耐
震
化・地
震
保

険
の
加
入
率
向
上
を
図
る
。

（
4
）
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
に
備
え
た
企
業
の
Ｂ
Ｃ
Ｍ
の

普
及
に
努
め
る
。

（
5
）
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
活
か
し
た
、
安
全
技
術
の
開
発

を
進
め
て
、
新
た
な
輸
出
分
野
と
す
る
。

（
6
）
被
災
時
の
電
力
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
の
た
め
電
力
市
場
等

の
規
制
改
革
に
着
手
す
る
（
市
場
原
理
の
活
用
な
し
に
安
定
供

給
は
あ
り
え
な
い
）。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
７
カ
月
が
過
ぎ
た
。
そ
の
間
、
迅
速
な

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
回
復
な
ど
日
本
企
業
の
「
底
力
」
が
み
ら

れ
た
り
、
被
災
地
へ
の
義
援
金
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
国

民
全
体
の
善
意
と
連
帯
が
促
さ
れ
た
り
し
た
。
他
方
、
震
災
復
興

に
向
け
た
政
治
の
動
き
は
鈍
い
ま
ま
で
あ
る
。
復
興
財
源
の
確

保
を
巡
る
議
論
は
自
民
党
な
ど
野
党
が
４
Ｋ
（
無
駄
な
支
出
）

と
称
す
る
子
ど
も
手
当
等
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
見
直
し
へ
、

福
島
第
一
原
発
事
故
の
収
束
は
原
子
力
保
安
院
や
そ
れ
を
管
轄

す
る
経
済
産
業
省
の
官
僚
・
隠
ぺ
い
体
質
批
判
へ
と
「
政
局
化
」

し
て
い
っ
た
。
菅
政
権
の
脱
原
発
方
針
も
、
我
が
国
の
新
た
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
対
す
る
道
筋
を
付
け
る
に
は
程
遠
い
。未
曾
有

の
災
害
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、政
治
は
利
害
関
係
を
超
え
て

団
結
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
。
企
業
や
国
民
、
何
よ

り
も
被
災
者
の
頑
張
り
は
称
賛
に
値
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
を

当
て
に
し
た
震
災
復
興
で
は
先
行
き
が
思
い
や
ら
れ
る
。

　

東
日
本
大
震
災
は
我
が
国
に
と
っ
て
歴
史
的
な
転
換
点
と
な

り
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
惨
事
と
犠
牲
を
我
が
国
の
経
済・社
会
の

新
た
な
発
展
に
つ
な
げ
る
か
、
財
政・経
済
危
機
（
産
業
の
空
洞

化
等
）
へ
と
事
態
を
悪
化
さ
せ
こ
の
ま
ま
衰
退
を
も
た
ら
す
か

は
、
我
々
の
選
択
と
行
動
に
か
か
っ
て
い
る
。
我
々
が
「
し
が

ら
み
」
や
「
既
得
権
益
」
に
固
執
し
て
、
厳
し
い
現
実
か
ら
目

を
背
け
続
け
る
な
ら
ば
、
我
が
国
に
と
っ
て
歴
史
的
な
汚
点
と

な
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
ツ
ケ
を
負
わ
さ
れ
る
後
世
の
人
々
は

我
々
を
決
し
て
許
さ
な
い
だ
ろ
う
。
震
災
復
興
は
現
在
を
生
き

る
人
々
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
国
を
未
来
に

つ
な
げ
て
い
く
た
め
の
も
の
な
の
だ
。
で
あ
れ
ば
、
可
能
な
限

り
後
世
の
人
々
に
よ
い
社
会・経
済
を
残
す
こ
と
が
、
我
々
の
責

務
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

5
お
わ
り
に

【
第
５
条
】
財
政
悪
化
へ
の
歯
止
め

【
第
６
条
】
税
財
政
改
革
の
実
施

【
第
７
条
】
土
地
の
買
い
上
げ
な
ど
に

　
　
　
　
　
民
間
資
金
を
活
用
す
る

【
第
８
条
】
未
来
の
震
災
へ
の
備
え
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地
球
の
風 
地
域
の
風

東
日
本
大
震
災
に
遭
遇
し
た

老
舗
蒲
鉾
会
社
の
社
長
が
語
る

震
災
体
験
と
復
興
へ
の
道
の
り

株
式
会
社
佐
々
直

代
表
取
締
役

佐
々
木
直
哉
氏

in Miyagi
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宮
城
県
名
取
市
の
閖
上
地
区
が
津
波
に
襲
わ

れ
た
の
は
、
地
震
発
生
か
ら
約
１
時
間
後
の
こ

と
だ
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
、
閖
上
上
空
か
ら
津

波
を
追
っ
て
撮
り
続
け
て
い
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

映
像
を
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
放
送
し
た
。

　

猛
ス
ピ
ー
ド
で
押
し
寄
せ
る
真
っ
黒
な
津
波

が
、
一
帯
を
一
気
に
呑
み
込
ん
で
進
ん
で
い
く
。

画
面
の
左
で
は
、
津
波
が
名
取
川
の
水
流
を
押

し
上
げ
つ
つ
、
渦
を
巻
い
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
。

閖
上
地
区
全
域
を
浚さ

ら
い
つ
く
し
た
津
波
は
、
や

が
て
高
い
土
手
に
ぶ
つ
か
り
、
し
ぶ
き
を
上
げ
て

や
っ
と
停
止
し
た
。
土
手
の
上
の
道
路
に
は
、
数

台
の
ク
ル
マ
が
止
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
間
、
恐
ら

く
10
分
に
満
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

地
震
発
生
時
、
佐
々
木
直
哉
さ
ん
は
、
海
岸

か
ら
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る

自
宅
に
い
た
。

　
「
自
宅
で
遅
い
昼
食
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
昼

食
と
い
っ
て
も
朝
昼
兼
用
で
、
こ
れ
は
い
つ
も

の
こ
と
で
す
」

　

佐
々
木
さ
ん
は
、
朝
食
を
と
る
間
も
な
い
だ

け
で
な
く
、
土
日
も
休
め
な
い
ほ
ど
多
忙
な

日
々
を
送
っ
て
い
た
。

　
「
揺
れ
は
、
か
な
り
長
か
っ
た
で
す
ね
。
収

ま
っ
た
と
こ
ろ
で
工
場
へ
駆
け
つ
け
た
。
従
業

員
は
皆
、
外
に
出
て
い
ま
し
た
。
と
に
か
く
全

員
を
帰
し
た
の
で
す
が
、
５
人
の
従
業
員
が
津

波
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
残
念
で
あ
り
無
念
な

こ
と
で
す
」

　

余
震
が
続
く
な
か
、
佐
々
木
さ
ん
は
ラ
ジ
オ

の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
三
陸
の
海
岸
に
４
メ
ー
ト
ル

の
津
波
が
き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　
「
だ
っ
た
ら
こ
っ
ち
に
も
１
メ
ー
ト
ル
か
２

メ
ー
ト
ル
の
津
波
が
く
る
の
で
は
な
い
か
。
い

や
、
確
実
に
く
る
と
思
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
本

店
で
残
務
整
理
を
し
て
い
た
数
名
の
従
業
員
を

急
ぎ
帰
宅
さ
せ
、
私
は
社
屋
の
奥
の
棟
の
２
階

に
避
難
。
根
拠
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
こ
こ
な

ら
安
全
と
判
断
し
た
の
で
す
」

　

避
難
中
に
津
波
に
呑
ま
れ
た
人
も
か
な
り
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　
「
そ
れ
は
〝
結
果
的
に
〞
と
い
う
こ
と
で
ね
。

も
う
少
し
津
波
が
高
か
っ
た
ら
、
ど
う
な
っ
て

い
た
か
わ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
工
場
ご
と
や

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
周
辺

に
は
大
き
な
缶
詰
工
場
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

消
滅
し
て
い
ま
す
か
ら
」

　

佐
々
木
さ
ん
は
運
が
よ
か
っ
た
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
津
波
は
、
佐
々

木
さ
ん
が
避
難
し
た
本
店
工
場
全
体
を
呑
み
込

む
ほ
ど
の
高
さ
で
押
し
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
、
本
店
の
一
部
の
建
物
が
押
し
と
ど
め
て
く
れ

た
の
だ
。
鉄
筋
建
築
の
そ
の
建
物
の
１
階
部
分

は
、
鉄
骨
の
骨
組
み
を
残
す
の
み
。
し
か
も
骨
組

み
は
、
大
き
く
傾
い
て
い
る
前
部
だ
け
し
か
残
っ

て
い
な
い
。
建
物
全
体
で
津
波
を
受
け
止
め
た
こ

と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
周
辺
に
あ
る
の
は
、

佐
々
木
さ
ん
の
い
た
本
店
工
場
だ
け
で
あ
る
。

　
「
あ
り
え
な
い
こ
と
が
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い

る
。
津
波
が
や
っ
て
き
た
と
き
、
最
初
に
こ
う

思
い
ま
し
た
。
入
江
（
広
浦
）の
向
こ
う
の
砂
浜

に
は
、
防
潮
林
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
初
、

林
の
間
か
ら
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
海
水
が
上
が
っ

て
き
た
。
そ
れ
が
、た
ち
ま
ち
林
を
越
え
て
や
っ

て
き
た
。
入
江
に
係
留
さ
れ
て
い
た
何
隻
か
の

船
が
、
津
波
に
翻
弄
さ
れ
て
こ
ち
ら
へ
流
さ
れ

て
く
る
。
そ
し
て
津
波
に
浚
わ
れ
な
が
ら
ど
こ

か
へ
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

　
防
潮
林
は
、根
こ
そ
ぎ
抉え
ぐ

り
取
ら
れ
た
。
佐
々閖上にある佐々直本店。手前にある建物が津波から奥の棟を守った。

地
震
か
ら
約
１
時
間
後

津
波
が
押
し
寄
せ

町
を
呑
み
込
ん
だ

2011年3月11日午後2時46分18秒、東北地方で非常に強い地震が起こった。
震源は、宮城県牡鹿半島の東南東沖約130キロメートル、深さ約24キロメートルの海底。

マグニチュードは観測史上最大の9.0を記録した。
続いて大津波が発生。岩手、宮城、福島3県を中心に、太平洋沿岸地域を次々に呑み込んでいった。
地震と津波による人的被害は、死者・行方不明者合計で、およそ2万人。「東日本大震災」である。

仙台市南方約10キロメートルにある名取市。市の東北端、太平洋と接する閖
ゆり

上
あげ

地区に、
老舗蒲鉾会社「佐

さ

々
さ

直
なお

」の本店と拠点工場が「あった」。
「佐々直」の社長・佐々木直哉氏は、一橋大学のOB。

その佐々木氏に、震災の実体験と復興への道のりなどについてうかがった。
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「
２
週
間
ほ
ど
は
、
従
業
員
な
ど
の
安
否
確

認
、
遺
体
安
置
所
を
回
る
な
ど
で
時
間
が
す
ぎ

ま
し
た
」

　

事
業
に
つ
い
て
具
体
的
な
活
動
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
再
開
へ
向
け
て
の
プ
ラ
ン
は
佐
々

木
さ
ん
の
頭
の
な
か
に
あ
っ
た
。

　
「
閖
上
地
区
の
工
場
は
、
す
べ
て
壊
滅
状
態
。

生
産
が
い
つ
再
開
で
き
る
か
、
見
通
し
は
ま
っ

た
く
立
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
…
…
」

　
仙
台
市
の
南
西
部
に
位
置
す
る
太た

い

白は
く

区
。「
仙

台
の
奥
座
敷
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
秋

保
温
泉
も
区
内
に
あ
る
。
そ
の
太
白
区
を
走
る

国
道
４
号
線
の
中
田
バ
イ
パ
ス
に
「
佐
々
直
」

は
店
舗
を
設
け
て
い
た
。
本
店
か
ら
約
５
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
あ
る
。

　
「
中
田
バ
イ
パ
ス
店
に
は
、
休
止
中
で
は
あ
り

ま
し
た
が
工
場
が
併
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

を
活
用
す
れ
ば
あ
る
程
度
の
生
産
量
は
確
保
で

き
る
。
バ
イ
パ
ス
工
場
が
残
っ
て
い
た
の
は
、

不
幸
中
の
幸
い
で
し
た
」

　

佐
々
木
さ
ん
は
、
バ
イ
パ
ス
工
場
を
再
稼
動

さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
不
足
し
て
い
る
設
備
の

手
配
、
製
造
ラ
イ
ン
の
組
み
換
え
な
ど
、
再
稼

動
へ
向
け
て
山
積
す
る

課
題
を
早
急
に
解
決
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
佐
々
木
さ
ん
は

動
き
出
し
た
。

　
ま
ず
、
４
月
13
日
と

14
日
に
工
場
の
床
工

事
を
行
い
、
次
い
で
16

日
、
原
料
の
搬
入
を
開

始
し
た
。
18
日
に
は
製

造
に
欠
か
せ
な
い
機

械
が
届
い
た
。
製
造
ラ

イ
ン
の
組
み
換
え
工
事
も
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
４
月
20
日
、
試
運
転
開

始
。
翌
21
日
に
は
製
造
が
始
ま
っ
た
。
工
場
の

床
工
事
を
始
め
て
か
ら
９
日
目
と
い
う
短
期
間

で
、
再
稼
動
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
正
式
な
営
業
再
開
は
、
４
月
25
日
。
東
京
│

仙
台
間
の
新
幹
線
復
旧
当
日
に
合
わ
せ
ま
し
た
」

　
震
災
前
、「
佐
々
直
」
は
直
営
店
プ
ラ
ス
百
貨

店
内
な
ど
に
置
い
た
13
店
舗
を
展
開
し
て
い
た
。

し
か
し
、
小
さ
い
工
場
で
の
生
産
量
で
は
対
応

が
難
し
く
、
７
店
舗
を
閉
鎖
。
営
業
６
店
中
３

店
は
直
営
店
で
あ
る
。
な
お
、
東
京・池
袋
に
あ

る
「
宮
城
ふ
る
さ
と
プ
ラ
ザ
」
の
物
販
店
に
も

納
品
し
て
い
る
の
で
、
近
郊
の
方
は
訪
れ
て
い

た
だ
き
た
い
。

　

稼
動
中
の
全
工
場
が
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た

た
め
、
佐
々
木
さ
ん
は
１
０
５
人
の
全
従
業
員

を
解
雇
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
が
、
生
産

再
開
に
と
も
な
い
40
人
以
上
の
再
雇
用
を
実
現

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

自
宅
を
失
っ
た
佐
々
木
さ
ん
は
被

災
者
で
あ
る
。
３
月
11
日
以
降
、

名
取
市
内
に
住
む
２
人
の
子
息
の

ア
パ
ー
ト
で
の
避
難
生
活
を
経
て
、

現
在
は
や
は
り
名
取
市
内
に
マ
ン

シ
ョ
ン
を
借
り
て
住
ん
で
い
る
。

バ
イ
パ
ス
工
場
の
再
開
作
業
は
、

こ
の
よ
う
な
避
難
生
活
の
な
か
で

進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
去
年
ま
で
の
年
間
売
上
高
は
、

12
億
円
。
今
年
は
そ
の
３
分
の
１

ま
で
い
く
か
ど
う
か
で
し
ょ
う
」

　
か
な
り
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。

　
「
佐
々
直
」
の
創
業
は
、
１
９
１
６
年
（
大
正

５
年
）。
蒲
鉾
業
界
の
老
舗
で
あ
り
、
佐
々
木
さ

ん
は
３
代
目
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
来
歴
に
つ

い
て
、
佐
々
木
さ
ん
の
話
を
交
え
つ
つ
記
述
し

て
い
く
。

　

か
つ
て
閖
上
港
は
仙
台
藩
伊
達
家
の
直
轄
漁

港
と
し
て
繁
栄
し
た
。
水
揚
げ
さ
れ
る
魚
種
は

豊
富
で
あ
り
、
と
り
わ
け
平
目
は
〝
宝
庫
〞
と

さ
れ
る
ほ
ど
よ
く
獲
れ
た
と
い
う
。「
佐
々
直
」

木
さ
ん
は
、
閖
上
の
町
が
呑
み
込
ま
れ
て
い
く

様
子
を
呆
然
と
見
て
い
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

　
「
人
智
を
超
え
る
、と
は
こ
の
こ
と
か
と
…
…
」

　

こ
う
し
た
光
景
が
、
佐
々
木
さ
ん
の
記
憶
か

ら
消
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
宮
城
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
２
０
１
１

年
８
月
５
日
現
在
、
名
取
市
の
人
的
被
害
は
、

死
者
８
０
４
名
、
行
方
不
明
者
82
名
（
収
容
遺

体
９
１
１
名
の
う
ち
名
取
市
民
は
８
０
４
名
）

で
あ
る
。「
ほ
と
ん
ど
は
、
閖
上
地
区
の
人
た
ち

で
す
ね
。
住
人
約
７
１
０
０
人
の
う
ち
約
８
３
０

人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
」
と
佐
々
木
さ
ん
は
教
え

て
く
れ
た
。

　
翌
12
日
、
水
は
引
い
た
。
だ
が
佐
々
木
さ
ん
に

事
業
の
こ
と
を
考
え
る
余
裕
は
、
ま
だ
な
か
っ
た
。

震災後、中田バイパス店のライン増強のため、敷地内
に急遽建てられた「手のひら蒲鉾」の新製造ライン。

地球の風 地域の風

in Miyagi

２
０
１
１
年
４
月
25
日

東
北
新
幹
線
復
旧
の
日
に

営
業
を
再
開

看
板
商
品

「
手
の
ひ
ら
蒲
鉾
」は

笹
か
ま
ぼ
こ
の

ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
て
い
る
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（
宮
城
県
で
は
単
に
「
一高
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。

　
「
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
で
練
習
に
明
け
暮
れ
て
い

ま
し
た
。
私
は
サ
ブ
だ
っ
た
が
、
２
年
と
３
年

の
２
度
、
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
の
全
国
大
会
へ
行
き

ま
し
た
。
練
習
量
は
か
な
り
の
も
の
で
し
た
ね
」

　

学
業
成
績
の
ほ
う
は
「
悪
か
っ
た
」
と
苦
笑

す
る
。

　

佐
々
木
さ
ん
は
、
３
年
生
の
後
半
か
ら
受
験

勉
強
に
取
り
組
ん
だ
。
ど
う
や
ら
必
死
に
勉
強

し
た
ら
し
い
。

　
「
伯
父
が
戦
前
に
一
橋
の
専
門
部
（
東
京
商
科

大
学
商
学
専
門
部
）
を
出
て
い
て
、
そ
れ
が
志

望
の
伏
線
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　
１
９
６
５
年
（
昭
和
40
年
）、
佐
々
木
さ
ん
は

一
橋
大
学
法
学
部
に
入
学
し
た
。
ゼ
ミ
は
、
当

時
の
法
学
部
長
・
植
松
正
教
授
の
ゼ
ミ
。
人
気

の
あ
る
ゼ
ミ
だ
っ
た
。

　
「
大
学
に
入
っ
た
ら
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
だ
が
、
半
年
以
上
も
受
験
勉
強
し
て

の
先
祖
は
、
慶
応
年
間
と
い
う
か
ら
江
戸
時
代

最
末
期
よ
り
閖
上
で
海
産
物
を
商
っ
て
い
た
。

１
５
０
年
近
く
前
の
こ
と
に
な
る
。

　
「
１
８
９
０
年
（
明
治
23
年
）
ご
ろ
、
平
目
の

保
存
加
工
に
注
目
し
た
高
橋
清
治
（
初
代
佐
々

木
直
治
の
祖
父
）
が
『
手
の
ひ
ら
蒲
鉾
』
と
い

う
商
品
を
開
発
。
こ
れ
が
笹
か
ま
ぼ
こ
の
ル
ー

ツ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　
「
手
の
ひ
ら
蒲
鉾
」
は
、「
佐
々
直
」
の
看
板

商
品
で
あ
る
。
佐
々
木
さ
ん
は
「
手
の
ひ
ら
蒲

鉾
」
の
販
路
拡
大
に
力
を
入
れ
、
仙
台
三
越
、

仙
台
駅
、
仙
台
空
港
で
も
販
売
し
、
好
評
を
博

し
て
い
る
。

　
「
手
の
ひ
ら
蒲
鉾
」
に
つ
い
て
は
、「
佐
々
直
」

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

　
「
先
達
よ
り
今
に
伝
え
ら
れ
し
、
手
づ
く
り
の

技
と
味
。
よ
り
一
層
の
『
旨
さ
』
を
求
め
、
素

材
を
さ
ら
に
吟
味
し
、
一
枚
一
枚
厚
み
を
増
し

て
こ
し
ら
え
て
、
炭
火
で
じ
っ
く
り
と
時
間
を

掛
け
て
焼
き
上
げ
て
お
り
ま
す
。
ま
さ

に
伝
統
を
超
え
た
逸
品
で
す
」

　
「
手
の
ひ
ら
蒲
鉾
」
の
バ
イ
パ
ス
工

場
で
の
製
造
再
開
は
、
２
０
１
１
年
６

月
25
日
で
あ
っ
た
。

　
「
佐
々
直
」
で
は
、こ
の
ほ
か
、「
チ
ー

ズ
入
」「
葱
入
」「
牛
た
ん
入
」「
燻
製
か

ま
ど
造
り
」「
ミ
ニ
サ
イ
ズ
（
せ
ん
だ

い
小
笹
）」
の
各
種
笹
か
ま
ぼ
こ
、「
揚

か
ま
ぼ
こ
」「
お
と
う
ふ
か
ま
ぼ
こ
」

な
ど
多
彩
な
商
品
を
製
造
販
売
し
て
い

た
（
現
在
は
生
産
ラ
イ
ン
の
関
係
で
、

「
チ
ー
ズ
入
」「
牛
た
ん
入
」「
手
の
ひ
ら

蒲
鉾
」
の
み
販
売
）。
い
ず
れ
も
消
費

者
の
評
価
は
高
い
。
だ
が
、
そ
の
評
価

が
ジ
レ
ン
マ
を
生
み

出
し
て
も
い
る
。

　
「
バ
イ
パ
ス
工
場
だ

け
の
稼
動
な
の
で
、

生
産
量
は
ピ
ー
ク
時

の
30
％
程
度
。
こ
れ

で
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な

営
業
活
動
が
行
え
ま
せ
ん
。
注
文
を
も
ら
っ
て

も
供
給
が
で
き
な
い
。
つ
く
り
さ
え
す
れ
ば
売

れ
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
」

　

佐
々
木
さ
ん
に
は
今
後
の
展
望
も
う
か
が
っ

た
の
だ
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
。

　
佐
々
木
さ
ん
は
、
閖
上
生
ま
れ
、
閖
上
育
ち
で

あ
る
。
高
校
は
、
宮
城
県
仙
台
第
一
高
等
学
校

い
る
と
、
運
動
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
湧
い
て

き
た
。
ど
の
ク
ラ
ブ
に
し
よ
う
か
と
迷
っ
た
末
、

ボ
ー
ト
部
（
端
艇
部
）
に
入
り
ま
し
た
」

　

な
ぜ
、
ボ
ー
ト
部
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
は

大
き
な
声
で
は
言
え
な
い
理
由
が
あ
っ
た
。

　
「
実
は
、
泳
げ
な
か
っ
た
の
で
す
。
生
ま
れ

育
っ
た
の
が
海
の
そ
ば
な
の
に
泳
げ
な
い
。
こ

れ
は
大
変
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
は
大
き
か
っ
た
」

　
当
時
は
、「
海
で
泳
げ
ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
閖
上
の
小
中
学
校
に
は

プ
ー
ル
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
佐
々
木
さ
ん

が
ま
だ
幼
い
こ
ろ
、
港
は
遊
泳
禁
止
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　
「
そ
れ
で
も
皆
は
適
当
に
泳
い
で
い
た
の
だ
が
、

祖
母
が
ど
う
し
て
も
許
し
て
く
れ
な
か
っ
た
」

　

か
く
し
て
佐
々
木
さ
ん
は
、
カ
ナ
ヅ
チ
の
ま

ま
ボ
ー
ト
部
に
入
部
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
泳
ぎ
を
覚
え
、
真
剣
に
ボ
ー
ト
を
や
ろ
う
。

「
手
の
ひ
ら
蒲
鉾
」
は
、
職
人

が
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
成
形

し
、
炭
火
で
じ
っ
く
り
焼
く
。

佐
々
直
伝
統
の
逸
品
で
あ
り
、

人
気
が
高
い
。

中
田
バ
イ
パ
ス
店
に
は
、
工
場
が
併
設
さ

れ
て
い
る
。
震
災
前
は
閉
鎖
を
考
え
て
い

た
ら
し
い
が
、
こ
の
工
場
が
あ
っ
た
お
陰

で
復
興
の
足
が
か
り
が
で
き
た
。

ボ
ー
ト
部
で
の
活
動
が

大
学
生
活
で

も
っ
と
も
思
い
出
深
い
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ボ
ー
ト
部
の
同
級
生
も
上
級
生
も
、
代
々
木
の

プ
ー
ル
な
ど
へ
一
緒
に
行
っ
て
親
切
に
泳
ぎ
を

教
え
て
く
れ
ま
し
た
」

　

泳
ぎ
を
覚
え
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
全
日
本
選

手
権
シ
ン
グ
ル
ス
カ
ル
で
優
勝
す
る
な
ど
、

佐
々
木
さ
ん
に
と
っ
て
ボ
ー
ト
部
で
の
活
動
は
、

大
学
時
代
で
最
も
思
い
出
深
い
も
の
に
な
っ
た
。

　
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
年
）、
法
学
部
を
卒
業

し
た
佐
々
木
さ
ん
は
、
三
井
物
産
に
入
社
。
鉄

鉱
石
部
に
配
属
に
な
っ
た
。

　

佐
々
木
さ
ん
は
、
４
人
き
ょ
う
だ
い
の
２
番

目
。
し
か
も
男
は
佐
々
木
さ
ん
だ
け
で
あ
る
。

　
「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、
は
っ
き
り
言
わ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
が
『
家
業
を
継
ぐ
の
が
当
然
』

と
い
う
雰
囲
気
で
し
た
。
私
も
そ
う
は
思
っ
て

い
た
も
の
の
、
一
方
で
『
何
と
か
避
け
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
』
と
い
う
、
ま
あ
反
抗
心
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
東
京
の
大
学
を
選
ん

だ
の
も
、
反
抗
心
の
表
れ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　
三
井
物
産
勤
務
当
時
、「
佐
々
直
」
は
妹
さ
ん

の
夫
が
手
伝
っ
て
く
れ
て
い
た
。「
妹
夫
婦
に
継

い
で
も
ら
え
な
い
か
と
、
都
合
の
よ
い
こ
と
を

考
え
た
り
し
ま
し
た
」
と
佐
々
木
さ
ん
。
だ
が
、

や
は
り
佐
々
木
さ
ん
が
継
ぐ
べ
き
運
命
に
あ
っ

た
よ
う
だ
。

　
「
父
が
体
調
を
崩
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
帰

郷
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
三
井
物
産
勤
務
は

６
年
間
。
心
の
ど
こ
か
に
『
い
ず
れ
は
戻
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
』
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
、
自
然
な
流
れ
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」

　

帰
郷
は
、
１
９
７
６
年
（
昭
和
51
年
）
の
こ

と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
家
業
を
継
ぐ
、
つ
ま
り

商
売
を
す
る
こ
と
が
、
最
初
か
ら
ス
ム
ー
ズ
に

運
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
商
売
の
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
思
う
よ
う
な
成
果
が
出
な
い
。

商
売
を
う
ま
く
や
ろ
う
と
思
っ
て
帰
っ
て
き
た

の
だ
か
ら
、
辛
か
っ
た
」

　

さ
ら
に
辛
か
っ
た
の
は
、
休
み
が
ま
っ
た
く

取
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　
「
勤
め
て
い
た
こ
ろ
は
、
土
日
が
休
み
。
平
日

と
は
ま
っ
た
く
違
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ

ろ
が
帰
っ
て
み
る
と
、
土
日
な
ど
関
係
な
く
つ

ね
に
仕
事
が
あ
る
。
こ
れ
が
最
も
辛
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
慣
れ
て
し
ま
う
と
な
ん
と
も
な
く

な
り
ま
し
た
が
」

　

家
業
を
継
い
で
か
ら
35
年
。
商
品
も
販
路
も

従
業
員
も
増
え
、「
佐
々
直
」
の
経
営
は
、
ま
ず

ま
ず
順
調
に
推
移
し
て
き
た
。
そ
し
て
突
然
、

３
月
11
日
の
大
震
災
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
震
災
後
、
支
援
の
手
は
す
ぐ
に
伸
ば
さ
れ
た
。

こ
と
に
ボ
ー
ト
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
素
早

か
っ
た
。

　
「
同
期
の
佐
藤
信
弘
君
が
、
ク
ル
マ
に
１
０
０

リ
ッ
ト
ル
の
ガ
ソ
リ
ン
を
積
ん
で
、
東
京
か
ら

き
て
く
れ
ま
し
た
。
定
期
戦
な
ど
で
戦
っ
た
東

大
ボ
ー
ト
部
の
Ｏ
Ｂ
も
見
舞
っ
て
く
れ
、
と
て

も
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
」

　

ま
た
、
現
役
ボ
ー
ト
部
の
後
輩
た
ち
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
駆
け
つ
け
、
助
け
て
く
れ
た
。

　
「
私
た
ち
の
学
生
時
代
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

い
う
活
動
そ
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
も
ち
ろ
ん
や
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
生
た
ち
は
真
面
目
で
、
骨
身
を
惜
し
ま
ず
助

け
て
く
れ
ま
す
。
大
し
た
も
の
だ
し
、
素
晴
ら

し
い
学
生
た
ち
だ
と
思
い
ま
し
た
」

　

義
援
金
も
多
数
寄
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
な
か

に
は
勿
論
一
橋
大
学
ボ
ー
ト
部
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
、

三
井
物
産
鉄
鉱
石
部
、
そ
し
て
三
井
物
産
ボ
ー

ト
部
か
ら
の
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し

た
支
援
を
受
け
た
佐
々
木
さ
ん
は
、
復
興
に
向

か
う
気
持
ち
を
強
め
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
イ

バ
ラ
の
道
で
も
あ
る
。

　
「
年
内
に
も
う
一
つ
工
場
を
つ
く
り
た
い
。
だ

が
、
土
地
と
資
金
の
問
題
が
あ
り
、
ま
だ
進
ん

で
い
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
商
品
を
生
産
し
な

い
こ
と
に
は
始
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
百
貨

店
の
中
元
・
歳
暮
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
。
今
年
は

ど
ち
ら
に
も
載
せ
て
い
ま
せ
ん
。
来
年
の
中
元

に
は
な
ん
と
か
載
せ
た
い
。
そ
う
し
な
い
と
忘

れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
」

　
「
佐
々
直
」
の
商
品
販
売
の
比
率
は
、ス
ー
パ
ー

な
ど
へ
の
卸
、
い
わ
ゆ
る
「
流
通
」
で
６
割
が
占

め
ら
れ
て
い
る
。
震
災
後
、
生
産
量
が
少
な
い
た

め
、
流
通
へ
の
商
品
供
給
が
激
減
。「
い
つ
ま
で
も

棚
を
空
け
て
待
っ
て
い
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
少
し
で
も
早
く
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
佐
々

木
さ
ん
に
と
っ
て
緊
急
の
課
題
は
、「
つ
く
り
さ

え
す
れ
ば
売
れ
る
」
商
品
の
生
産
拡
大
。
だ
か

ら
、一
に
も
工
場
、
二
に
も
工
場
な
の
で
あ
る
。

　
「
復
興
に
関
す
る
閖
上
地
区
の
意
見
は
、
な

か
な
か
ま
と
ま
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。
こ
の

地
域
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
が
急
速
に
進
み
ま
し

ボ
ー
ト
部
の
後
輩
が
義
援
金
と

と
も
に
送
っ
て
く
れ
た
オ
ー

ル
。
ボ
ー
ト
部
時
代
の
仲
間
に

は
ず
い
ぶ
ん
励
ま
さ
れ
た
と
語

る
、
佐
々
木
さ
ん
。

２
０
１
１
年
５
月
に
開
催
さ
れ
た
一
橋
大
学
第
６
回

ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
で
は
、
ボ
ー
ト
部
の
先
輩
と

同
期
の
人
た
ち
が
当
社
の
ブ
ー
ス
を
設
置
し
て
く

れ
、
現
役
ボ
ー
ト
部
員
た
ち
が
、
笹
か
ま
ぼ
こ
の
販

売
と
義
援
金
募
金
の
た
め
に
活
動
し
て
く
れ
た
。

地球の風 地域の風

in Miyagi

「
佐
々
直
」を
継
ぐ
た
め

三
井
物
産
を
退
職
し
て

帰
郷

ボ
ー
ト
部
を
は
じ
め
と
し
て

た
く
さ
ん
の

支
援
を
い
た
だ
い
た

災
害
復
興
の
施
策
を

と
に
か
く
急
い
で

実
行
し
て
ほ
し
い



た
。
そ
う
し
た
新
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
、
水
産

業
と
は
無
関
係
。
震
災
の
影
響
で
『
こ
こ
に
は

も
う
住
み
た
く
な
い
』
と
い
う
人
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
地
元
の
水
産
加
工
業
者
も
意
見
が
一

致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
水
産
加
工
組
合

に
加
盟
し
て
い
た
の
は
16
社
で
す
。
津
波
で
、

理
事
長
を
含
む
３
人
の
組
合
員
の
方
々
が
亡
く

な
っ
て
い
る
。
す
で
に
廃
業
し
て
し
ま
っ
た
と

こ
ろ
も
７
社
あ
り
ま
す
。
今
後
も
廃
業
は
増
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

水
産
加
工
業
の
復
興
と
は
、
必
ず
し
も
閖
上
に

生
産
拠
点
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
原
料
は
、地
元
の
漁
業
衰
退
に
と
も
な
い
、

す
べ
て
輸
入
品
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

閖
上
に
固
執
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
見

が
ま
と
ま
ら
な
い
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
す
。

　

食
品
の
製
造
は
、
衛
生
面
の
管
理
を
厳
し
く

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
仮
設
の
工
場
だ

け
で
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
一
刻
も
早
く
本
格

的
な
工
場
を
作
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
元
の
閖
上
で
再
興

を
図
る
こ
と
も
難
し
い
。
水
産
加
工
工
場
に
予

定
さ
れ
て
い
る
地
区
は
財
源
が
な
い
為
、
地
盤
の

嵩か
さ

上あ

げ
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
今
の
ま
ま

で
は
安
全
面
で
問
題
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
土

地
の
区
画
整
理
事
業
に
は
、
か
な
り
の
時
間
が

か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
閖

上
に
戻
り
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
は
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
今
の
状
況
か
ら
判
断
す
る
と
、
他

の
地
域
に
工
場
を
建
て
て
事
業
復
興
を
目
指
す

こ
と
の
ほ
う
が
遥
か
に
現
実
的
な
の
で
す
。

　

大
き
な
被
害
を
受
け
た
地
域
に
共
通
す
る
の

は
、『
と
に
か
く
復
興
の
た
め
の
施
策
を
、
１
分

１
秒
で
も
早
く
実
行
し
て
ほ
し
い
』
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

今
、
私
た
ち
が
最
も
困
っ
て
い
る
の
は
、
職

の
問
題
。
多
く
の
会
社
が
壊
滅
的
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
の
被
害
を
被
っ
て
い
る
の
で
、
仕
事
が

な
い
。
私
の
と
こ
ろ
で
も
、
再
雇
用
は
半
分
以

下
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
ま
だ
50
人
が
待
機
状

態
に
あ
り
ま
す
。
現
在
は
失
業
保
険
で
し
の
い

で
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
切
れ
れ
ば
生
活
保
護
に

頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
人
も
多
数
に
の
ぼ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
結
局
、
ズ
ル
ズ
ル
と
国
や
県
・

市
の
お
金
が
出
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
が
工
場
を
新
設
す
る
と
、
二
重
ロ
ー

ン
が
発
生
し
ま
す
。
し
か
し
、
閖
上
の
水
産
加

工
業
者
の
場
合
、
二
重
ロ
ー
ン
に
な
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
総
額
は
決
し
て
大
き
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
す
ぐ
復
興
資
金
を
投
入
し
て

も
ら
え
れ
ば
、
短
期
間
で
稼
動
が
可
能
。
雇
用

も
回
復
し
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
か
え
っ
て
多
く

の
税
金
を
使
わ
ず
に
す
む
は
ず
で
す
。

　

こ
れ
は
閖
上
地
区
の
事
業
者
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
る
地
域
が

数
多
く
あ
り
ま
す
。一
刻
も
早
く
そ
う
し
た
地
域

の
雇
用
を
回
復
さ
せ
る
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、こ

れ
が
お
金
の
有
効
な
使
い
方
だ
と
思
い
ま
す
」

　
佐
々
木
さ
ん
は
、「
生
ま
れ
育
っ
た
町
が
消
え

て
し
ま
う
の
は
悲
し
い
。
だ
か
ら
閖
上
を
復
興

さ
せ
た
い
気
持
ち
は
あ
る
」
と
言
う
。
そ
の
た

め
に
求
め
ら
れ
る
の
は
何
か
。
佐
々
木
さ
ん
が

語
り
つ
く
し
て
く
れ
て
い
る
。

佐々木直哉（ささき・なおや）
1946年、宮城県名取市閖上に生まれる。1970年、一橋大学法学部卒業。6年間の三井物産勤務を経て、
1976年、家業の蒲鉾製造・販売会社「佐々直」を継ぐため帰郷。看板商品「手のひら蒲鉾」は、笹かまぼこのルーツともされている。
2011年3月11日、東日本大震災で被災。生産拠点をすべて失うが、1か月半後、休止していた工場で生産を再開。
【佐々直ホームページ】http://www.sasanao.co.jp/
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「
経
済
」
と
は
、
こ
の
世
界
の
中
で
私
た
ち
の
生
活
に

最
も
身
近
な
、
そ
し
て
一
日
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
活
動
で
す
。
経
済
学
は
、
人
間
生
活
に
深
く
関

わ
る
経
済
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
、
人
々
が
よ
り
よ

い
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
社
会
経
済
シ

ス
テ
ム
の
一
層
の
改
善
を
目
指
す
学
問
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
た
わ
が
国
は
、
社
会
経
済

シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、

世
界
金
融
危
機
、
人
口
の
高
齢
化
、
地
球
環
境
問
題
な

解
決
策
も
見
え
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
経
済
学

的
な
見
方
・
考
え
方
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
応
用
で

き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
い
ま
原
発
事
故
に
よ
る
風
評
被

害
が
深
刻
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
起
こ
る

の
か
と
い
っ
た
問
題
の
解
決
に
も
力
を
発
揮
し
ま
す
。

こ
う
し
た
「
大
き
な
社
会
」
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
企

業
の
組
織
を
ど
う
つ
く
る
か
と
い
っ
た
「
小
さ
な
社
会
」

の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
も
経
済
学
の
考
え
方
が
役
に

立
つ
の
で
す
。

　

経
済
学
は
数
学
や
統
計
学
を
基
礎
と
し
て
、
社
会
経

済
現
象
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
理
論
で
表
現
し
、
デ
ー
タ
や

資
料
で
検
証
す
る
と
い
う
科
学
的
な
方
法
を
と
る
た

め
、
そ
の
習
得
に
は
、
基
礎
か
ら
高
度
な
レ
ベ
ル
ま
で

知
識
と
分
析
力
を
着
実
に
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
経
済
学
部
で
は
、
１
９
９
４
年
に
「
学
部
・
大
学

院
一
貫
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
先
駆
的
に
導
入
。
今

で
は
、
入
門
レ
ベ
ル
か
ら
大
学
院
レ
ベ
ル
ま
で
を
段
階

ど
の
解
決
も
急
が
れ
る
な
か
で
、
中
長
期
的
に
ど
の
よ

う
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
べ
き
か
、
真
剣
に
考
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
こ
そ
、
経
済

学
を
学
ぶ
意
義
は
大
き
い
と
い
え
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
社
会
経
済
現
象
も
、
人
々
の
行
動
の
集

積
で
す
。
経
済
学
は
、
人
の
意
思
決
定
と
行
動
に
ま
ず

焦
点
を
絞
り
、
そ
の
積
み
上
げ
と
し
て
社
会
現
象
を
見

ま
す
。
世
の
中
で
は
、
常
に
相
手
が
い
て
、
相
互
依
存

関
係
の
な
か
で
各
人
が
行
動
し
、
物
事
が
決
ま
っ
て
い

き
ま
す
。
一
方
で
、
何
か
を
行
う
と
き
に
は
、
必
ず
制

約
が
あ
り
ま
す
。
人
的
資
源
、
物
的
資
源
な
ど
の
制
約

の
な
か
で
、
機
会
費
用
を
考
え
な
が
ら
最
適
な
解
を
求

め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
相
互
依
存
関
係
の
な
か

で
物
事
が
決
ま
っ
て
い
く
と
い
う
見
方
、
常
に
制
約
の

な
か
で
最
善
策
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考

え
方
│
│
こ
れ
が
経
済
学
の
基
本
的
な
視
点
で
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
行
動
に
遡
っ
た
う
え
で
、
そ

の
集
積
を
解
析
す
る
こ
と
で
、
大
き
な
現
象
が
起
き
て

い
る
こ
と
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
な
り
、
問
題
の

一橋の授業 経済学部・経済学研究科

身
近
な
問
題
か
ら
国
際
問
題
ま
で

│
│
人
と
社
会
の
関
わ
り
へ
の
見
方
・
考
え
方
を
磨
く

経
済
学
部
の
科
目
に
は
、１
０
０
番
台
〜
４
０
０
番
台
の
番
号
が
振
ら
れ
て
い
て
、
授
業
内
容
の
レ
ベ
ル
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
体
系
的
な
経
済
学
の
理
論
と
分
析
ツ
ー
ル
を
段
階
的
に
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

経
済
学
部
は
講
義
と
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
両
輪
と
し
て
、人
と
社
会
の
関
わ
り
に
対
す
る
経
済
学
的
な
見
方
・
考
え
方
を
徹
底
的
に
磨
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

連載企画

24

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
特
徴

経
済
学
的
な
考
え
方

経済学研究科長・経済学部長

蓼沼宏一
Koichi Tadenuma



的
に
履
修
で
き
る
仕
組
み
が
定
着
し
て
い
ま
す
。
学
部

に
い
な
が
ら
、
努
力
次
第
で
大
学
院
ク
ラ
ス
の
高
度
な

授
業
を
履
修
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
各
教
員
は
、
レ

ベ
ル
に
応
じ
た
講
義
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
、
時
事
的

な
問
題
を
適
宜
と
り
上
げ
て
、
現
代
の
社
会
経
済
問
題

を
ど
う
と
ら
え
て
分
析
す
る
か
と
い
っ
た
指
導
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
一
橋
大
学
全
体
の
国
際
化
の
推
進
と
歩
調

　
経
済
学
部
の
講
義
科
目
は
授
業
内
容
の
レ
ベ
ル
に

よ
り
、
１
０
０
番
台
入
門
科
目
、
２
０
０
番
台
基
礎

科
目
、
３
０
０
番
台
発
展
科
目
、
４
０
０
番
台
大

学
院
科
目
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
０
０
番
台
と

２
０
０
番
台
に
は
必
修
コ
ア
科
目
が
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
経
済
学
部
の
学
生
で
あ
る
以
上
、

こ
れ
だ
け
は
押
さ
え
て
お
い
て
ほ
し
い
と
い
う
基

礎
づ
く
り
と
な
る
科
目
で
す
。

　
１
０
０
番
台
コ
ア
科
目
に
は
、
経
済
学
入
門
、
経

済
思
想
入
門
、
統
計
学
入
門
、
経
済
史
入
門
の
４
つ

が
あ
り
、
す
べ
て
必
修
で
す
。
ま
ず
入
門
科
目
を
学

び
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
２
０
０
番
台
の
基
礎
科
目
へ

と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
い
き
ま
す
。
２
０
０
番
台

コ
ア
科
目
に
は
、
基
礎
ミ
ク
ロ
経
済
学
、
基
礎
マ
ク

ロ
経
済
学
、
基
礎
経
済
数
学
、
基
礎
計
量
経
済
学
の

４
科
目
が
あ
り
、
２
科
目
が
選
択
必
修
と
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
３
科
目
な
い
し
４
科
目

を
履
修
し
て
い
る
学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
続
く
３

０
０
番
台
お
よ
び
４
０
０
番
台
科
目
で
は
、
理
論
、

統
計
、
応
用
、
歴
史
な
ど
の
幅
広
い
専
門
分
野
に
つ

い
て
多
様
な
科
目
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
経
済
学
の
共
通
の
考
え
方
と
分
析
ツ
ー
ル
を
身

に
つ
け
た
う
え
で
、
発
展
的
な
内
容
へ
と
進
ん
で
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
経
済
学
部
で
は
、
共
通
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
基
礎
に
、
幅
広
い
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
を
深
く
掘
り
下
げ
て
分
析
し
、
解
決
を
図
る

方
法
を
学
ぶ
の
で
す
」（
黒
住
英
司
教
授
）

　
複
雑
化
・
専
門
化
の
進
む
現
代
に
あ
っ
て
、
海
外

で
は
公
的
機
関
で
あ
れ
企
業
で
あ
れ
、
経
済
に
関

わ
る
専
門
職
に
お
い
て
は
修
士
学
位
を
取
得
し
、

経
済
学
の
専
門
的
知
識
を
的
確
に
応
用
で
き
る
こ

と
が
当
然
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
経
済

学
部
に
は
、
４
年
間
の
学
士
課
程
と
１
年
間
の
大

学
院
修
士
課
程
を
組
み
合
わ
せ
て
、
５
年
間
で
経

済
学
修
士
の
学
位
を
取
得
で
き
る
「
学
部
・
大
学
院

５
年
一
貫
教
育
シ
ス
テ
ム
」
が
あ
り
ま
す
。
意
欲

の
あ
る
学
生
は
、
学
部
の
と
き
か
ら
４
０
０
番
台

科
目
を
計
画
的
に
履
修
す
る
こ
と
で
、
修
士
号
の

取
得
へ
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

が
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

を
合
わ
せ
て
、
経
済
学
部
で
も
大
学
院
レ
ベ
ル
の
４
０

０
番
台
の
科
目
を
中
心
に
、
英
語
で
授
業
を
行
う
科
目

を
増
や
し
て
い
く
方
針
で
す
。
英
語
で
授
業
を
受
け
、

議
論
し
、
答
案
や
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
経
験
は
、
将
来
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
ス
テ
ー
ジ
で
仕
事
を
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

講
義
科
目
と
両
輪
を
な
す
の
が
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
す
。

１
・２
年
次
に
は
基
礎
ゼ
ミ
が
開
講
さ
れ
、
専
門
的
な
研

究
の
進
め
方
を
学
ぶ
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
学

部
３
年
か
ら
は
必
修
の
ゼ
ミ
を
選
択
し
、
担
当
教
員
の

密
接
な
指
導
の
下
で
、
専
門
分
野
の
学
習
を
一
層
深
め

て
い
き
ま
す
。
経
済
学
部
に
は
世
界
レ
ベ
ル
で
先
端
的

研
究
を
行
っ
て
い
る
教
員
が
多
数
い
ま
す
。
一
橋
伝
統

の
ゼ
ミ
で
、
研
究
者
が
未
知
の
問
題
に
取
り
組
む
姿
勢
、

も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
身
に
つ
け
る
機
会
が
豊
富
に
あ

り
ま
す
。

学部・大学院5年一貫教育システム

経
済
学
部
教
育
科
目
の
構
成
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「
経
済
の
日
本
語
」
な
ど
、
外
国
人
留
学
生
に
日
本
語
を
教
え
る
授
業
が

あ
る
。
一
橋
大
学
で
学
ぶ
留
学
生
の
ほ
と
ん
ど
が
経
済
や
商
学
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
話
題
は
自
ず
と
経
済
的
な
も
の
に
な
る
。

　
「
メ
デ
ィ
ア
が
ど
う
情
報
を
入
手
し
、
ど
う
批
判
的
に
分
析
し
て
、
必
要
な

情
報
を
取
り
込
む
か
を
知
る
。
そ
の
う
え
で
、メ
デ
ィ
ア
か
ら
よ
い
情
報
が
提

供
さ
れ
る
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
」（
今
村
准
教
授
）

　

今
村
准
教
授
は
、
先
ご
ろ
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
伴
う
原
発

を
題
材
に
問
題
を
提
起
し
た
。
授
業
で
は
、「
本
当
に
日
本
に
原
発
は
必
要

な
の
か
？
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
に
迫
っ
た
。
参
考
資
料
と
し
て
使
用
し
た

の
が
『
電
気
事
業
便
覧
』
で
あ
る
。「
こ
れ
は
読
み
物
と
は
い
え
な
い
、
数

字
の
羅
列
で
あ
り
、
一
次
デ
ー
タ
そ
の
も
の
で
す
。
そ
の
分
情
報
に
バ
イ
ア

ス
が
掛
か
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
事
実
を
前
提
と
し
た
議
論
が
可
能
で
す
。

こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
じ
っ
く
り
観
察
す
る
と
、
今
年
巷
で
騒
が
れ
た
節
電
問

題
に
つ
い
て
も
、
疑
問
点
が
出
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
電
力
需
要
の
３
、

４
割
を
担
っ
て
き
た
』
原
発
が
活
用
で
き
な
い
と
考
え
れ
ば
、
供
給
不
足
と

い
う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
水
力
、
火
力
な
ど
を
含
め
た
電
源

の
発
電
設
備
量
と
そ
の
稼
働
率
を
吟
味
し
た
場
合
、
不
足
を
結
論
付
け
る
に

は
さ
ら
な
る
議
論
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
が
、
一
次
デ
ー
タ

を
眺
め
る
だ
け
で
見
え
て
く
る
の
で
す
」

　

マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
二
次
、
三
次
デ
ー
タ
が
溢
れ
る
な
か
、

少
な
く
と
も
大
学
で
学
ぶ
者
は
、
一
次
情
報
か
ら
何
を
読
み
と
り
、
ど
う
判

断
す
る
か
。
そ
の
積
み
重
ね
で
自
分
の
軸
を
作
る
こ
と
が
重
要
だ
と
今
村
准

教
授
は
語
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
経
済
学
を
学
ぶ
う
え
に
お
い
て
も
極
め
て

重
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
の
だ
。（
談
）

経
済
史

経
済
の
日
本
語
Ⅰ
・
Ⅱ

高
柳
友
彦
講
師

今
村
和
宏
准
教
授

Tomohiko Takayanagi

Kazuhiro Imamura

一
橋
の
授
業

経
済
学
部
・
経
済
学
研
究
科

　

高
柳
講
師
の
専
門
は
近
代
日
本
の
社
会
経
済
史
で
あ
る
。
歴
史
学
研
究
会
の

編
集
委
員
で
も
あ
る
高
柳
講
師
は
、
学
会
で
の
議
論
を
通
じ
て
震
災
へ
の
対
応

が
研
究
者
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。

　
「
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
て
関
東
大
震
災
か
ら
の
復
興
過
程
や
後
藤
新
平
に

よ
る
東
京
の
都
市
計
画
が
注
目
さ
れ
る
な
か
、
被
災
者
の
視
点
に
立
っ
た
復
興

の
あ
り
様
が
議
論
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
多
く
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

急
遽
、『
災
害
か
ら
み
た
日
本
史
』
を
講
義
に
加
え
、
被
災
者
の
動
向
や
行
政
機

構
に
よ
る
災
害
支
援
、
義
捐
金
の
歴
史
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
」
災
害
時
の

人
々
の
動
き
は
日
常
的
な
経
済
活
動
と
は
違
っ
た
動
き
を
と
る
。
そ
の
実
態
に

焦
点
を
当
て
た
の
で
あ
る
。

　
「
災
害
時
に
は
被
災
者
の
救
援・
救
護
活
動
、
被
災
後
の
避
難
生
活
な
ど
、私
た
ち

の『
生
存
』に
行
政
機
構
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
た
だ
、今
回
の
東
日
本

大
震
災
で
は
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
地
方
自
治
体
の
機
能
が
大
き
く
損
な
わ
れ
、
被

災
地
は
混
乱
し
ま
し
た
。
近
年
、
行
政
機
構
の
ス
リ
ム
化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
効

率
化
だ
け
で
対
応
で
き
な
い
問
題
も
多
く
、
行
政
機
構
の
あ
り
様
を
再
考
す
る
機

会
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
関
東
大
震
災
と
い
う
と
東
京
、
横
浜
の
復

興
の
話
ば
か
り
で
す
が
、
実
は
都
市
部
に
復
興
費
用
が
偏
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
神

奈
川
県
の
沿
岸
部
の
自
治
体
は
財
政
面
で
大
き
な
負
担
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う

し
た
過
去
の
災
害
時
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
正
確
に
知
り
、
そ
の
経
験
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
今
後
の
復
興
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
」

　

経
済
史
は
、
歴
史
学
と
経
済
学
の
中
間
領
域
で
あ
り
、
歴
史
と
経
済
の
双
方

か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
学
問
で
あ
る
。

　
「
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
営
み
や
経
済
活
動
の
実
態
を
通
し
て
、
多
面
的
な
も
の

の
見
方
を
理
解
し
て
も
ら
う
と
同
時
に
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
性
に
気
づ

い
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
」（
談
）

現代的課題を
さまざまなアプローチから考察する
3月11日の東日本大震災は、各界に大きな衝撃を与えた。
ここでは、歴史的視点から問題を俯瞰する、
情報との付き合い方を学ぶ、2つの授業に焦点をあててみた。
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「
こ
れ
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
、
君
た
ち
の
生
活
に
密
接
に
絡
ん
で
い
る
ん
だ

よ
」。
塩
路
教
授
が
、
第
１
回
の
授
業
で
必
ず
言
う
言
葉
で
あ
る
。「
景
気

が
よ
く
な
れ
ば
仕
送
り
が
増
え
る
」
と
か
、「
卒
業
時
に
景
気
が
悪
い
と
就

活
が
大
変
だ
」
な
ど
と
学
生
に
と
っ
て
身
近
な
話
題
を
用
い
て
、
学
生
に

寄
せ
た
言
葉
で
理
解
を
促
す
。

　
「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
失
業
、
貨
幣
な
ど
の
間
の
関
係
を
マ
ク
ロ
経
済
学
で
は
ど
う

と
ら
え
て
い
る
か
を
知
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
マ
ク
ロ
経
済

統
計
の
諸
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
、
長
期
・
短
期
の
マ
ク
ロ
経
済
モ
デ
ル
の

数
学
的
解
法
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
の
結
論
が
得
ら
れ
た
理
由
を
経
済
学

的
な
言
葉
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
数
式
や
図

を
使
っ
て
自
分
で
論
理
を
追
い
、
そ
れ
を
自
分
で
再
構
築
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
さ
ら
に
、
理
解
し
た
論
理
を
普
通
の
言
葉
で
語
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
重
要
で
す
」

　
学
生
の
理
解
度
を
確
か
め
る
た
め
に
適
宜
、
課
題
を
課
し
て
い
る
。

　

マ
ク
ロ
経
済
学
の
一
つ
の
焦
点
が
政
府
の
財
政
政
策
や
金
融
政
策
で
あ

る
。
ど
ん
な
政
策
に
も
積
極
策
を
支
持
す
る
人
が
い
れ
ば
、
消
極
策
を
支

持
す
る
人
も
い
る
。
基
礎
マ
ク
ロ
経
済
学
で
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見

の
背
景
に
あ
る
考
え
方
を
知
る
。

　
「
一
橋
大
学
の
学
生
は
、
政
府
の
政
策
に
か
か
わ
っ
た
り
、
各
所
の
オ
ピ

ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を
果
た
し
た
り
す
る
人
が
多
く
な
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
だ
け
に
、
世
の
中
を
ど
う
見
る
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
ミ
ク
ロ
、
マ
ク
ロ
経
済
学
の
考
え
方
や
理
論
的
な
裏
づ
け
が
重
要
に
な

る
の
で
す
」（
談
）

基
礎
ミ
ク
ロ
経
済
学

基
礎
マ
ク
ロ
経
済
学

竹
内  
幹
准
教
授

塩
路
悦
朗
教
授

Kan Takeuchi

Etsuro Shioji

一
橋
の
授
業

経
済
学
部
・
経
済
学
研
究
科

　
「
ミ
ク
ロ
経
済
学
と
は
、
個
人
や
企
業
な
ど
の
主
体
が
ど
の
よ
う
に
経
済

的
意
思
決
定
を
す
る
の
か
分
析
す
る
学
問
で
す
。
20
歳
の
学
生
の
み
な
さ

ん
に
そ
れ
を
実
感
し
て
も
ら
い
た
い
」（
竹
内
准
教
授
）

　

だ
か
ら
、
講
義
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
登
場
す
る
。
た
と
え

ば
、
日
本
で
は
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
で
も
時
給
８
０
０
円
ぐ
ら
い
は
も
ら
っ

て
い
る
が
、
中
国
で
は
時
給
７
円
程
度
で
働
い
て
い
る
人
が
い
る
。
な
ぜ
、

そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
か
？　

学
生
に
考
え
さ
せ
る
。
あ
る
い
は
、

『
誰
が
電
気
自
動
車
を
殺
し
た
か
？
』
と
い
う
映
画
を
観
せ
て
、
利
害
関
係

が
意
思
決
定
に
ど
う
影
響
す
る
か
を
考
え
る
。
す
る
と
、
社
会
問
題
に
は

経
済
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
善
悪
で
短
絡
的
に
割

り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
時
に
は
、
男
女
の
賃
金
格
差

を
約
40
年
前
の
ボ
ス
ト
ン
マ
ラ
ソ
ン
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
。
実
は
、
ボ

ス
ト
ン
マ
ラ
ソ
ン
に
女
性
選
手
の
参
加
が
正
式
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
１

９
７
２
年
の
こ
と
で
、
そ
の
裏
に
は
社
会
の
ル
ー
ル
ま
で
変
え
て
し
ま
う

よ
う
な
人
々
の
思
い
や
歴
史
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
、「
人
々
の
日
々
の
一
挙
手
一
投
足
が
経
済
学
」
な
の
で
あ
る
。

　
竹
内
准
教
授
の
授
業
で
は
、
板
書
は
し
な
い
。
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
パ

ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
駆
使
し
な
が
ら
講
義
を
進
め
る
。
合
間
に
、「
１
分
間
で

今
の
内
容
を
自
分
の
言
葉
で
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
指
示
を
す
る
。

そ
れ
は
、
自
分
の
頭
で
内
容
を
咀
嚼
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。「
文
系
の
基
礎
体
力
と
は
、
わ
か
り
に
く
い
も
の
を
理
論
的
に
と
ら
え

直
し
て
分
析
す
る
能
力
。
経
済
学
的
な
枠
組
み
を
使
っ
て
、
反
対
意
見
の
持

ち
主
に
対
し
て
で
も
説
得
力
の
あ
る
主
張
を
展
開
で
き
る
こ
と
で
す
」（
談
）

経済学のファンダメンタル
マクロとミクロを体得する
経済分析のための基礎理論ともいえるのが、マクロ経済学とミクロ経済学。
重要だからこそ、理解を促す教育法が不可欠なのだ。
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海
外
に
関
す
る
「
現
場
感
覚
」
を
備
え
た
学
生
を
育
て
て
い
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
の
が
新
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

と
の
連
携
に
よ
る
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
小
田
島
特
任
准
教
授
は
、

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
で
は
ベ
ト
ナ
ム
担
当
課
長
と
し
て
、
開
発
援
助
に
あ
た
っ
て
い
た
。

　
「
開
発
援
助
で
は
、
ツ
ー
ル
と
し
て
経
済
学
的
な
考
え
方
を
活
用
す
る
」
と

小
田
島
特
任
准
教
授
は
言
う
。
た
と
え
ば
、経
済
が
活
性
化
す
る
と
輸
入
が
増

え
て
国
際
収
支
が
赤
字
に
な
る
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
の
発
想
。
そ
れ
を
掘
り
下

げ
て
い
く
と
労
働
市
場
整
備
と
い
っ
た
ミ
ク
ロ
政
策
の
考
え
も
必
要
に
な
る
。

　
「
マ
ク
ロ
、
ミ
ク
ロ
、
金
融
と
い
っ
た
経
済
理
論
が
、
開
発
援
助
と
い
う

視
点
に
立
つ
と
有
機
的
に
生
き
て
く
る
の
で
す
」

　

開
発
援
助
に
は
、
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
事
柄
の
背
景
や
課
題
、
解
決

法
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
で
あ
れ
ば
、
国
内
問

題
ば
か
り
で
な
く
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
一
体
化
が
進

む
な
か
で
の
生
き
残
り
策
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
き
を
考
慮
し
た
う

え
で
、
そ
の
国
の
抱
え
る
課
題
を
解
決
で
き
る
経
済
政
策
の
立
案
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
。

　
「
情
報
収
集
で
重
要
な
の
は
、
英
語
で
書
か
れ
た
レ
ポ
ー
ト
を
読
み
取
る

力
で
す
。
タ
イ
ム
や
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
、
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
な
ど
英
語
の
ソ
ー

ス
を
積
極
的
に
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
立
場
に
よ
っ
て
視
点
が
違

う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
表
面
的
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な

く
、
そ
の
裏
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
み
よ
う
と
す
る
努
力
が
重
要
な
の

で
す
。
開
発
援
助
の
現
場
感
覚
を
積
極
的
に
伝
え
ま
す
か
ら
、〝
自
分
で
考

え
る
力
〞
を
身
に
つ
け
る
努
力
を
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」（
談
）

国
際
経
済
学

開
発
経
済
学

石
川
城
太
教
授

小
田
島  

健
特
任
准
教
授

Jota Ishikawa

Ken Odajima

一
橋
の
授
業

経
済
学
部
・
経
済
学
研
究
科

　
４
年
前
に
石
川
教
授
が
英
語
に
よ
る
講
義
を
開
始
し
た
の
は
、
日
本
の
大
学

教
育
に
対
す
る
危
機
感
か
ら
だ
っ
た
。

　
「
世
界
に
お
け
る
日
本
の
大
学
教
育
の
相
対
的
な
質
の
低
下
が
心
配
で
す
。
世

界
の
一
流
大
学
は
英
語
圏
で
な
く
て
も
英
語
で
の
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
韓
国

や
中
国
な
ど
で
も
近
年
英
語
の
講
義
を
増
や
し
て
お
り
、
学
生
に
人
気
で
す
。
と

こ
ろ
が
日
本
で
は
、
英
語
に
よ
る
授
業
は
少
な
い
う
え
に
、
学
生
は
英
語
の
講
義

を
敬
遠
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
本
学
の
学
生
は
将
来
国
際
的
な
業
務
に
従
事

す
る
可
能
性
も
高
い
の
で
す
か
ら
、
英
語
で
の
授
業
を
通
じ
て
経
済
学
の
知
識
を

身
に
つ
け
る
の
に
加
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
感
覚
を
養
っ
て
ほ
し
い
」

　
昨
年
、
韓
国
で
韓
国
の
４
大
学
と
日
本
の
４
大
学
で
イ
ン
タ
ー
ゼ
ミ
を
開
催

し
た
。「
韓
国
の
学
生
は
英
語
を
苦
に
せ
ず
に
積
極
的
に
発
言
し
ま
す
が
、
日

本
人
学
生
は
な
か
な
か
英
語
が
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
、
学
生
に
と
っ
て
は
自

分
の
英
語
力
を
認
識
す
る
よ
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　
教
育
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
お
り
、「
将
来
は
国
内
の
大
学
ば
か
り
で

な
く
、ハ
ー
バ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
と
い
っ
た
海
外
の
ト
ッ
プ
ス
ク
ー
ル
と

学
生
を
取
り
合
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
問
題
意
識
も
石
川
教
授
に
は
あ
る
。

　
授
業
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
活
用
、
英
語
の
レ
ジ
ュ
メ
を
映
し
な
が
ら
丁
寧

に
説
明
し
て
い
る
。
試
験
問
題
も
当
然
英
語
だ
が
、
解
答
は
日
本
語
で
も
よ
い
。

　
「
専
門
性
の
高
い
知
識
を
英
語
で
理
解
し
、
自
分
の
言
葉
で
語
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
と
り
わ
け
研
究
者
に
な
る
に
は
、
英
語
で
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
情
報
発
信
能
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
経
済
学
は
輸

入
学
問
で
、
横
文
字
を
縦
文
字
に
変
え
た
も
の
。
そ
の
意
味
で
は
英
語
で
学
び

や
す
い
学
問
と
い
え
ま
す
」（
談
）

経済学の授業にみる大学の国際化
一橋大学は教育の国際化に意欲的に取り組んでいる。
経済学部・経済学研究科では、英語による講義を増やし始めているし、
海外の第一線で活躍している人材を教員として招聘し、
グローバル経済のリアルな姿を紹介している。
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「
狭
い
意
味
で
の
経
済
学
は
、
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
財
が
取
引
さ
れ
る
市
場
を
対
象
に
し
て

い
ま
す
。
労
働
も
、
こ
の
よ
う
な
財
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
労
働
の
背
後
に
は
、

雇
わ
れ
な
い
と
生
活
で
き
な
い
人
と
、
雇
う
立
場
の
人
と
の
社
会
的
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。
労

働
者
は
失
業
す
れ
ば
貨
幣
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
消
費
財
を
市
場
取
引
で
買
え
な
く
な
り
ま

す
。労
働
者
は
餓
死
し
か
ね
ま
せ
ん
か
ら
、こ
れ
は
社
会
問
題
で
す
。人
間
と
い
う
視
座
を
し
っ

か
り
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
市
場
は
、
社
会
全
体
の
な
か
に
、
一
つ
の
部
分
シ
ス
テ
ム
と
し
て

置
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
『
市
場
』
を
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
位

置
づ
け
て
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
科
目
の
ね
ら
い
で
す
」（
水
岡
教
授
）

　

新
古
典
派
経
済
学
は
、原
子
的
な
経
済
主
体
が
、情
報
の
完
全
性
・
自
己
利
益
極
大
化
の
行
動

な
ど
、人
間
が
特
定
の
行
動
を
取
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
貨
幣
を

媒
介
と
す
る
市
場
取
引
以
外
の
社
会
関
係
を
人
々
が
持
つ
こ
と
は
「
邪
悪
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

現
実
の
社
会
で
は
、「
信
頼
関
係
」
や
「
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
」
な
ど
、
市
場
以
外
の
社
会
関
係
が
取

引
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。「
も
っ
ぱ
ら
非
人
格
的
関
係（
顔
の
見
え
な
い
関
係
）を
考
察
対

象
と
す
る
新
古
典
派
経
済
学
と
は
異
な
っ
て
、人
格
的
な
関
係（
顔
の
見
え
る
関
係
）を
考
え
に
入

れ
た
経
済
学
を
追
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、経
済
現
象
を
包
括
的
に
理
解
で
き
な
い
の
で
す
」

　
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
戦
後
資
本
主
義
の
黄
金
時
代
を
築
い
た
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
は
、
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
と
財
政
危
機
で
行
き
詰
ま
っ
て
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
転
換
し
、「
小
さ
な
政
府
」

が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
も
と
で
も
、
実
際
に
は
政

府
が
さ
ま
ざ
ま
の
程
度
で
市
場
調
整
を
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
「
見
え
ざ
る
手
」
の

自
由
放
任
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
だ
が
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
レ
ジ
ー
ム
で
は
、
政
府
の
介
入
が
必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ
て

い
な
い
。
金
融
資
本
や
巨
大
企
業
救
済
の
た
め
多
額
の
財
政
支
出
を
行
っ
た
あ
げ
く
、
政
府
部

門
の
負
債
は
増
し
、
資
本
主
義
は
世
界
的
に
ま
す
ま
す
危
機
的
様
相
を
呈
し
て
き
た
。「
第
三

の
レ
ジ
ー
ム
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
市
場
原
理
主
義
と
対
偶
の
位
置
に
あ
る
、
性
善
説
的
に

行
動
す
る
人
間
が
互
酬
的
に
交
わ
り
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
経
済
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
位
置
づ

け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
展
望
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
」

　
市
場
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
し
、
新
し
い
発
想
の
も
と
で
経
済
学
を
考
え
て
も
ら

う
こ
と
で
、
よ
り
広
い
視
座
を
学
生
が
得
ら
れ
る
よ
う
促
し
て
い
る
の
が
、「
市
場
と
社
会
」

の
講
義
で
あ
る
。（
談
）

資
源
経
済
学

市
場
と
社
会

山
下
英
俊
准
教
授

水
岡
不
二
雄
教
授
・
石
倉
雅
男
教
授

Hidetoshi Yamashita

Fujio Mizuoka・Masao Ishikura

一
橋
の
授
業

経
済
学
部
・
経
済
学
研
究
科

　
「
資
源
や
廃
棄
物
な
ど
に
か
か
わ
る
問
題
に
は
、
市
場
に
任
せ
な
い
ほ
う

が
い
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
市
場
取
引
に
欠
か
せ
な
い
権
利
の
設
定
が
難
し

い
か
ら
で
す
」
と
い
う
山
下
准
教
授
。
二
酸
化
炭
素
排
出
権
の
よ
う
に
、
新

し
い
制
度
を
つ
く
っ
て
市
場
取
引
を
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
国
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
な
ど
の
共
同
体
に
よ
る
管
理
に
委
ね
た
ほ
う
が
有
効
な
ケ
ー
ス
も
あ

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
「
市
場
だ
け
に
注
目
せ
ず
に
、
市
場
を
動
か
す
制
度
、
法
律
、
権
利
な
ど
を

視
野
に
入
れ
、
市
場
を
直
す
か
、
そ
の
外
側
の
制
度
や
法
律
な
ど
を
直
す
か
、

新
し
い
制
度
を
つ
く
る
か
…
…
視
野
を
広
く
持
っ
て
問
題
を
分
析
し
ま
す
。

問
題
発
見
能
力
養
成
と
そ
れ
を
解
く
プ
ロ
セ
ス
の
体
験
を
重
視
し
て
い
ま
す
」

　

そ
こ
で
、
授
業
で
は
、
問
い
を
立
て
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
く
。
た
と
え

ば
、
東
京
都
内
で
排
出
さ
れ
る
ゴ
ミ
が
都
内
で
処
理
で
き
な
い
現
状
と
、
そ
れ

が
都
外
で
の
不
法
投
棄
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、「
東
京
で
す
べ
て

の
ゴ
ミ
を
処
理
で
き
な
い
か
？
」
と
い
っ
た
問
い
を
立
て
て
議
論
す
る
。

　
「
一
つ
の
問
い
へ
の
解
答
が
出
る
と
、
次
の
問
い
が
立
ち
や
す
い
」。
た

と
え
ば
、
東
京
の
ゴ
ミ
問
題
。「
ど
ん
な
ゴ
ミ
が
多
い
か
？
│
│
建
設
廃
棄

物
」「
瓦
礫
や
建
設
汚
泥
を
都
内
で
処
理
で
き
る
か
？
│
│
で
き
な
い
も
の

も
あ
る
」「
処
理
で
き
な
い
建
設
汚
泥
は
な
ぜ
生
じ
る
か
？
│
│
地
下
鉄
、

高
速
道
路
の
地
下
ト
ン
ネ
ル
、
高
層
ビ
ル
建
設
」「
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
地
下
を

掘
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
…
…
」。
こ
う
し
て
都
内
で
ゴ
ミ
処
理
で

き
な
い
理
由
に
都
市
計
画
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

入
口
は
身
近
な
ゴ
ミ
問
題
だ
っ
た
が
、
出
口
で
は
ゴ
ミ
を
考
慮
し
た
都
市

計
画
と
い
う
大
き
な
社
会
的
問
題
に
ま
で
お
よ
ぶ
の
で
あ
る
。（
談
）

オルタナティブな経済学
経済学のもう一つ別の見方
オーソドックスな経済学の考え方では、人々は合理的な行動を取り、その意思決定の集積により
社会全体ではよい結果が生まれる、市場はそれを達成するための制度だ──という観点に立っている。
ところが現実には、この考え方ではうまく説明できない分野がある。
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行
動
経
済
学
と
は
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
選
択
し

て
行
動
を
起
こ
し
、
そ
の
結
果
ど
う
な
る
か
を
究
明

す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
実
験
や
人
間
観
察

を
重
視
し
て
い
る
。

　

授
業
で
は
、
意
思
決
定
論
の
世
界
的
権
威
で
あ
る

Gilboa
教
授
のM

aking Better D
ecisions

を
ま

ず
読
み
込
む
。「
こ
れ
は
い
わ
ば
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の

集
積
で
、
実
験
や
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
人
々
の
認
識
の

バ
イ
ア
ス
や
意
思
決
定
の
ゆ
が
み
を
見
つ
け
出
し
、

よ
り
よ
い
意
思
決
定
に
向
け
て
何
が
き
っ
か
け
と
な

る
の
か
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
こ
こ
で
得
た
知
見
を

基
に
、
現
実
の
素
材
を
利
用
し
て
研
究
を
進
め
て
い

き
ま
す
」（
齊
藤
教
授
）

　

あ
ら
ゆ
る
事
象
が
人
間
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与

え
る
。

　
「
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
行
動
経
済
学

的
見
地
か
ら
い
っ
て
注
目
に
値
す
る
現
象
が
数
多
く

現
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
大
震
災
関
係
に
も
研
究
リ

ソ
ー
ス
を
投
じ
ま
し
た
。
大
学
院
演
習
に
お
い
て
も
、

多
く
の
テ
ー
マ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
が
、

そ
の
な
か
か
ら
食
品
の
放
射
能
汚
染
の
風
評
被
害
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
テ
ー
マ
を
絞
り
込
ん
だ
の
で
す
」

　
７
０
０
０
〜
８
０
０
０
世
帯
を
対
象
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
、
そ
れ
を
分
析
す
る

こ
と
で
「
明
ら
か
に
安
全
基
準
を
下
回
る
食
品
で
あ

り
な
が
ら
風
評
被
害
が
生
ず
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
解

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
生
き
た
素
材
を
分
析
す
る

こ
と
で
実
際
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

齊
藤
教
授
が
主
宰
す
る
近
未
来
課
題
解
決
事
業
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
室
を
訪
問
す
る
と
、
齊
藤
教
授
の
ほ
か
、

研
究
員
の
鈴
木
雅
貴
さ
ん
、
博
士
後
期
課
程
の
顧
濤

さ
ん
、
修
士
課
程
２
年
の
阪

上
晃
幸
さ
ん
、
長
谷
山
京
佑

さ
ん
が
研
究
を
行
っ
て
い
た
。

や
が
て
、
長
谷
山
さ
ん
が
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
っ
て

発
表
を
始
め
た
。

　
「
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
学
ん
だ
こ
と
の
お
さ
ら
い
を
し
、

行
動
経
済
学
に
よ
る
洞
察
か
ら
、
現
実
の
地
震
に
よ
っ

て
起
き
た
認
知
の
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
を
見
て

い
き
ま
す
」
とM

aking Better D
ecisions

か
ら

得
た
知
識
を
整
理
し
て
か
ら
説
明
を
開
始
し
た
。

　

内
容
は
、
牛
乳
の
セ
シ
ウ
ム
汚
染
に
関
す
る
認
知

の
問
題
で
あ
る
。
縦
軸
に
「
主
観
」、横
軸
に
「
客
観
」

を
取
っ
た
グ
ラ
フ
で
は
、
45
度
の
直
線
の
上
側
が
過

大
評
価
、
下
側
が
過
小
評
価
に
な
る
。「
客
観
的
指
標

が
ゼ
ロ
に
近
い
と
き
は
、
ち
ょ
っ

と
し
た
リ
ス
ク
の
上
昇
が
過
大
に

評
価
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
ゼ
ロ
リ
ス
ク
指
向
で
、
少
し

の
リ
ス
ク
で
も
回
避
し
た
い
と
い

う
願
望
が
強
ま
る
わ
け
で
す
。
こ

のfear eff ect

（
恐
怖
効
果
）
が
、

風
評
被
害
の
源
泉
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
ま
す
」。
し
か
も
、
健

康
な
人
と
そ
う

で
な
い
人
な

ど
、
人
に
よ
っ

て
主
観
が
違
っ

て
く
る
。
そ
こ

で
、「
セ
シ
ウ
ム

２
０
０
ミ
リ
ベ

ク
レ
ル
が
含
ま

れ
た
牛
乳
を
１

年
間
飲
み
続
け
た
と
し
て
も
、
発
ガ
ン
確
率
は
０
・
０

２
５
％
」
と
い
っ
た
客
観
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を

前
提
に
、「
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
つ
く
っ
て
消
費
者
に
選
択

を
任
せ
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
「
多
様
な
意
見
を
調
整
す
る
の
が
市
場
で
す
。
こ
の

市
場
を
活
用
す
れ
ば
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
意
見
を
政
策

に
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し
て
規
制
を
強
化
す
る
よ
り
、

風
評
被
害
を
緩
和
し
、
資
源
配
分
の
効
率
化
を
高
め

る
と
い
っ
た
弾
力
的
な
措
置
を
取
る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。
牛
乳
の
セ
シ
ウ
ム
汚
染
に
つ
い
て
政
府
が

や
る
べ
き
こ
と
は
、
客
観
的
な
汚
染
度
調
査
で
す
。

あ
と
は
人
間
を
信
じ
、
市
場
の
静
か
な
声
を
大
切
に

す
る
こ
と
で
す
。

　
経
済
学
部
で
は
基
礎
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

学
部
で
英
語
を
し
っ
か
り
学
び
、
３
、
４
年

次
に
経
済
学
の
実
力
を
つ
け
る
。
大
学
院
で

の
勉
学
は
、
経
済
学
の
醍
醐
味
が
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
」（
齊
藤
教
授
）

　

こ
の
秋
に
は
、
デ
ー
タ
分
析
も
終
了
。
食

品
の
放
射
能
汚
染
に
関
す
る
風
評
被
害
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
も
明
ら
か
に
な
る
。（
談
）

行
動
経
済
学

齊
藤  

誠
教
授

一
橋
の
授
業

経
済
学
部
・
経
済
学
研
究
科

Makoto Saito

A hypothesis: The Source of Rumor

大学院での授業
東日本大震災の風評被害に関する研究プロジェクト
一橋大学の経済学部では基礎を重視している。
基礎の蓄積があって、３、４年次には高度な議論を闘わせるようになる。
そして、大学院経済学研究科では世界水準の研究に着手する。
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一
橋
大
学
の
研
究
者
情
報
「
Ｈ
Ｒ
Ｉ
」
と
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ

「
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｍ
Ｅ
Ｓ-

Ｉ
Ｒ
」
の
相
互
リ
ン
ク
が
完
成
し
ま
し
た
。

最
近
で
は
、
一
橋
大
学
の
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
へ
の
ア
ク
セ
ス
数

は
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
教
員
の
論
文
が
ど
れ
だ
け
引
用

さ
れ
る
か
は
大
学
の
評
価
に
つ
な
が
り
ま
す
か
ら
、
さ
ら
に
利

用
さ
れ
や
す
い
環
境
づ
く
り
が
重
要
な
の
で
す
。

　

今
回
の
相
互
リ
ン
ク
で
は
「
使
い
や
す
い
」
と
「
信
用
度
が

高
い
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
。
個
々
の
教
員
に
と
っ
て
は
、
関
連
論

文
の
検
索
が
容
易
に
な
り
ま
す
。
大
学
に
と
っ
て
は
、
内
外
か

ら
の
ア
ク
セ
ス
の
増
大
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
機
関
リ
ポ

ジ
ト
リ
に
載
せ
る
と
国
立
情
報
学
研
究
所
の
Ｃ
ｉ
Ｎ
ｉ
ｉ
な

ど
に
も
全
文
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。
一
橋
大
学
の
成
果
物
を
載

せ
る
こ
と
で
、
研
究
情
報
の
発
信
能
力
が
高
ま
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　

一
方
の
研
究
者
情
報
は
、
研
究
者
の
「
品
質
保
証
書
」
の

よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
常
に
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
て
い

き
ま
す
。

　

一
橋
大
学
の
図
書
館
に
は
メ
ン
ガ
ー
文
庫
を
は
じ
め
と
す
る

古
典
資
料
が
豊
富
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
も
構
想
し
て
い
ま
す
。
世
界
中
の
研
究
者
が
自
国
に

進む一橋大学の情報化戦略
──信頼度の高い研究情報発信の基盤が整う

一橋大学副学長

Ryo Oshiba
大芝  亮
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い
な
が
ら
貴
重
な
資
料
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
貴
重
資
料
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
世
界
の
研
究

者
に
開
放
し
て
い
く
試
み
は
、
世
界
で
も
未
だ
数
少
な
い
状
況

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
一
橋
大
学
が
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄

積
し
て
き
た
「
知
の
集
積
」
を
対
外
的
に
公
開
す
る
こ
と
で
、

「
知
の
拠
点
」
と
し
て
の
一
橋
大
学
の
役
割
は
さ
ら
に
高
ま
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

大
学
や
研
究
機
関
が
構
築
す
る
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ

（Institutional Repository

）
と
は
、
研
究
活
動
に
よ
り
生

産
さ
れ
た
知
的
生
産
物
を
保
存
し
、
無
償
で
発
信
す
る
た
め
の

電
子
的
な
保
存
庫
（
リ
ポ
ジ
ト
リ
）
の
こ
と
で
あ
る
。
研
究
紀

要
や
学
術
雑
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
ば
か
り
で
な
く
、

ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
や
会
議
等
で
の
発
表
資
料
、
研
究
報
告

書
、
教
材
な
ど
も
収
蔵
さ
れ
る
。

　

大
学
で
生
産
さ
れ
た
知
的
生
産
物
を
長
期
保
存
す
る
こ
と
で

「
知
の
集
積
」
を
実
現
し
、
研
究
成
果
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を

格
段
に
向
上
さ
せ
る
と
い
う
機
能
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
研
究

教
育
活
動
の
公
開
と
い
う
大
学
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
な
お
、
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｍ
Ｅ
Ｓ-

Ｉ
Ｒ
に
登

録
さ
れ
た
論
文
は
、
国
立
情
報
学
研
究
所
の
Ｃ
ｉ
Ｎ
ｉ
ｉ
に
も

登
録
さ
れ
る
。

　

大
学
の
中
期
計
画
の
な
か
に
、
研
究
者
情
報
「
Ｈ
Ｒ
Ｉ
」
と

機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
「
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｍ
Ｅ
Ｓ-

Ｉ
Ｒ
」
の
連
携
が
あ
り
、

「
研
究
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
仕
様
策
定
委
員
会
」
に
お
い
て
、
研

究
者
情
報
を
使
い
や
す
く
す
る
た
め
に
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
と

機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
と
は
？

研
究
者
情
報
と
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
の
相
互
リ
ン
ク

機関リポジトリ「HERMES-IR」の相互連携

進む一橋大学の情報化戦略
──信頼度の高い研究情報発信の基盤が整う
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研
究
者
情
報
で
は
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更
し
全
体
を
視
覚
的

に
も
見
や
す
く
し
た
。
研
究
業
績
は
キ
ー
ワ
ー
ド
で
分
類
。

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
か
ら
検
索
し
や
す
く
し
た
。
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
な

ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
探
索
エ
ン
ジ
ン
か
ら
も
検
索
で
き
る
よ

う
に
し
て
、
学
外
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
し
た
。

　

な
お
、
研
究
者
情
報
に
記
載
す
る
業
績
な
ど
は
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
形
式
で
加
工
し
、
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド

で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
、
情
報
の
更
新
が
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ

プ
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
ア
ク
セ
ス
数
が
増
え
、
研
究
成
果
を
幅
広
く
伝

え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
ま
た
、
業
績
を
登
録
し
や
す
い
環

境
づ
く
り
を
行
っ
た
こ
と
で
、
登
録
デ
ー
タ
数
も
増
加
し
て
い

る
。
今
後
は
、
各
研
究
科
の
教
員
情
報
と
の
直
接
リ
ン
ク
や
同

期
、
大
学
院
生
な
ど
若
手
研
究
者
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
な
ど

も
視
野
に
入
っ
て
い
る
。

の
相
互
リ
ン
ク
を
し
た
い
と
い
う
要
望
が
あ
が
っ
た
。
そ
れ
を

受
け
て
、
２
０
１
０
年
度
末
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
い
、
相
互

リ
ン
ク
を
実
現
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
研
究
者
情
報
か
ら
機
関

リ
ポ
ジ
ト
リ
の
デ
ー
タ
に
直
接
リ
ン
ク
す
る
こ
と
や
、
機
関
リ

ポ
ジ
ト
リ
か
ら
研
究
者
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
本
文
コ
ン
テ
ン
ツ
を
登

録
す
る
と
研
究
者
情
報
に
基
本
情
報
が
自
動
的
に
転
送
さ
れ

る
た
め
、
教
員
の
負
担
も
軽
減
さ
れ
る
。

　

研
究
者
情
報
に
、
各
研
究
者
の
研
究
成
果
が
確
実
に
記
載
さ

れ
て
い
れ
ば
、
大
学
全
体
の
研
究
成
果
を
正
確
に
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
な

い
論
文
な
ど
も
把
握
で
き
る
の
で
、
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
へ
の
登

録
を
促
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

研
究
者
情
報
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

相互リンクについて
それぞれのページにおいて、
リンクボタンが自動生成されます。

相互連携によるメリット
　これまでは、論文等の研究業績について、本文コンテンツは「HERMES-IR」へ、基本情報は「HRI」へ別々に登録しなければならず、また、
相互リンクもされていなかったが、現在は本文コンテンツを「HERMES-IR」に登録すれば、自動的に基本情報が「HRI」へ転送されるように
なり、教員による登録の手間が省けるようになった。また、「HERMES-IR」に登録されている業績は、「HRI」においてリンクボタンが自動生
成されるようになり、利用者が、「HRI」の業績一覧から手軽に本文コンテンツを閲覧することができるようになった。

HERMES-IR

HRI

一橋大学研究者情報「HRI」と一橋大学
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私
の
専
攻
は
比
較
刑
事
法
。
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
の
刑
事
法
を
比
べ
る
と
い
う
研
究
で
す
。

　

通
常
、
比
較
刑
事
法
と
い
う
と
、
刑
事
法
自
体
の
国
に
よ

る
違
い
の
比
較
を
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
法

と
法
と
の
比
較
で
、
私
は
こ
う
し
た
手
法
を
「
横
的
な
比
較
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
日
本
や
中
国
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
刑
事

法
を
横
に
並
べ
て
比
較
す
る
や
り
方
だ
か
ら
で
す
。

　
私
の
研
究
手
法
は
、「
横
的
な
比
較
」
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
法
律
と
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
と

の
関
係
│
│
、
な
ぜ
、
こ
う
し
た
法
律

を
つ
く
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
研

究
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

法
律
と
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
と
の
縦

的
な
関
係
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
研
究
し

て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
、「
縦
的
な
比

較
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
「
横
的
な
比
較
」
と
「
縦
的
な
比
較
」

を
同
時
に
行
う
と
い
う
の
が
、
私
の
研
究
手
法
の
特
徴
で
す
。

私
は
、
単
に
法
律
を
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
法
律
が

生
ま
れ
た
必
然
性
を
そ
の
国
の
社
会
や
歴
史
か
ら
解
明
し
た

う
え
で
、
比
較
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

社
会
特
質
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
独
特
な
研
究
ス
タ
イ
ル
と
言
え
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
資
本
主
義
か
社
会
主
義
か
、
と
い
っ
た
社
会

体
制
論
的
見
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
外
在
的
な
も
の
で
あ

り
、
外
か
ら
見
え
る
枠
組
み
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
多
く
の
社
会

現
象
は
、
そ
の
枠
組
み
の
中
の
骨
や
肉
、
枠
組
み
の
後
ろ
に

あ
る
文
化
的
な
背
景
で
決
ま
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
社
会

体
制
か
ら
の
比
較
だ
け
で
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
説
明
し
き
れ
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
概
念
で
あ
る
社
会
特
質
論
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

社
会
体
制
の
裏
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
一
番
大
切
に

し
て
い
る
力
、
皆
が
信
じ
て
い
る
社
会
の
原
点
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
社
会
特
質
で
あ
り
、
社
会
特
質
か
ら
法
律
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
、
法
律
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に

有
効
な
の
で
す
。

　

社
会
特
質
論
で
い
う
と
、
中
国
は
権
力
社
会
で
す
。
こ
れ

に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
法
律
社
会
で
、
日
本
は
文
化
社
会
と

い
え
ま
す
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
特
質
が
、
刑
事
法
に
違

い
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
犯
罪
と
刑
罰
の
概
念
が
各
国
で
違
い
ま
す
。

中
国
で
は
、
犯
罪
の
「
質
と
量
」
が
問
わ
れ
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
日
本
で
は
、
犯
罪
を
純
粋
に
「
質
」
的
概
念
で

王  雲海
Wang Yunhai
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「
横
的
な
比
較
」と「
縦
的
な
比
較
」で

各
国
の
刑
事
法
を
分
析
す
る

縦
横

4

4

無
尽
に
各
国
の
刑
事
法
に
ア
プ
ロ
ー
チ
、

「
法
」と
い
う
社
会
現
象
を
丸
ご
と
解
明
す
る

権
力
社
会
、法
律
社
会
、文
化
社
会

│
│
日
米
中
の
社
会
特
質
は
？



と
ら
え
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
窃
盗
罪
。
中
国
で
泥
棒
に
遭
っ
て
警
察
に
通

報
し
た
ら
、「
い
く
ら
盗
ら
れ
た
か
」
が
ま
ず
問
わ
れ
ま
す
。

一
定
の
金
額
以
上
を
盗
ら
な
い
と
窃
盗
罪
に
な
ら
な
い
の
で

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
「
盗
っ
た
」
こ
と
自
体
で

窃
盗
罪
が
成
り
立
ち
ま
す
。
大
阪
の
中
学
生
が
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
の
電
源
か
ら
無
断
で
携
帯
電
話
を
充
電
し
た
こ

と
で
、
窃
盗
罪
と
し
て
送
検
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

金
額
か
ら
い
え
ば
数
円

程
度
で
も
、
日
本
で
は

窃
盗
罪
に
問
わ
れ
る
の

で
す
。
中
国
で
は
、
少

額
の
万
引
き
で
は
警
察

は
動
き
ま
せ
ん
（
資
料

参
照
）。

　

で
は
、
ア
メ
リ
カ
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
実

は
罪
種
に
よ
っ
て
違
っ

て
き
ま
す
。
経
済
犯
罪

に
つ
い
て
は
、
日
本
の

よ
う
に
質
、
犯
罪
が
行

わ
れ
た
こ
と
自
体
を
厳

し
く
問
う
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ

れ
以
外
の
場
合
は
、
中
国
の
よ
う
に
「
質
と
量
」
で
判
断
さ

れ
る
の
で
す
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
中
国
で
は
、
窃
盗
は
軽
い
刑
か
と
い
う

と
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
っ
た
ん
窃
盗
罪
に
問

わ
れ
る
と
、
死
刑
の
可
能
性
ま
で
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
中

国
で
の
犯
罪
と
刑
罰
の
特
徴
が
「
狭
く
て
重
い
」
と
い
え
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
「
広
く
て
軽
い
」
と
い
え
ま

す
し
、
ア
メ
リ
カ
は
罪
種
に
よ
っ
て
違
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

窃
盗
罪
に
対
す
る
概
念
の
違
い
は
、
社
会
特
質
論
で
説
明

で
き
ま
す
。
先
ほ
ど
中
国
は
権
力
社
会
で
あ
る
と
い
い
ま
し

た
。
共
産
党
の
一
党
独
裁
で
、
少
数
の
人
間
が
社
会
秩
序
の

維
持
を
担
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
、
管
理
す
る
マ
ン
パ

ワ
ー
が
足
り
ま
せ
ん
か
ら
、
影
響

の
大
き
い
も
の
に
絞
り
込
ん
で
一

罰
百
戒
的
な
波
及
効
果
を
ね
ら
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
の
日
本

は
文
化
社
会
で
す
。
つ
ま
り
、
道

徳
的
に
悪
い
こ
と
イ
コ
ー
ル
犯
罪

と
い
う
考
え
方
に
よ
り
、
金
額
の

多
少
よ
り
窃
盗
と
い
う
行
為
そ
の

も
の
を
罪
と
す
る
わ
け
で
す
。
ア

メ
リ
カ
は
法
律
社
会
で
す
。
ア
メ

リ
カ
法
の
精
髄
は
、
市
場
経
済
に

お
け
る
競
争
ル
ー
ル
の
確
立
に
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
経
済
犯
罪
な

ど
市
場
競
争
に
影
響
を
与
え
る
も

の
に
は
重
い
刑
罰
を
与
え
ま
す
。

一
方
で
、
市
民
の
人
身
の
自
由
を

重
視
し
て
い
ま
す
か
ら
、
経
済
犯
罪
以
外
で
は
、
程
度
の
軽

い
も
の
は
あ
ま
り
重
視
し
な
い
の
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
律
を
的
確
に
理
解
す
る
に
は
、
条
文

だ
け
の
比
較
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
社

会
の
特
質
に
対
す
る
理
解
が
不
可
欠
に
な
り
ま
す
。
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
進
ん
で
い
る
昨
今
で
は
、
経
済
活
動
な
ど
で
は
相

手
国
の
法
律
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の

理
解
を
深
め
る
に
は
、
法
律
の
背
景
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る

の
か
を
知
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

　

そ
の
意
味
で
も
法
律
家
に
は
、
相
互
理
解
を
進
め
る
た
め

の
宣
教
師
的
役
割
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
す
。
な
お
、
一
橋
大

学
と
中
国
人
民
大
学
、
釜
山
大
学
校
の
日
中
韓
３
大
学
で
行

っ
て
い
る
「
東
ア
ジ
ア
共
通
法
の
基
盤
形
成
に
向
け
て
」
と

い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
の
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

法
律
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

比
較
と
い
う
と
二
つ
の
も
の
を
比
べ
る
こ
と
が
多
い
で
す

が
、
私
の
研
究
手
法
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
三
つ
以
上
の

も
の
を
比
較
す
る
よ
う
提
唱
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

日
本
で
は
、
２
０
０
９
年
に
裁
判
員
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
そ
の
導
入
に
際
し
て
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制
を
参
考
に

し
た
よ
う
で
す
。
中
国
で
は
人
民
陪
審
制
が
60
年
以
上
続
い

て
い
ま
し
た
が
、
１
９
９
７
年
に
い
っ
た
ん
廃
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
陪
審
員
の
な
り
手
が
い
な
い
、
陪
審
員
の
判
断

に
権
威
が
な
い
と
い
っ
た
理
由
が
あ
り
ま
す
。
陪
審
員
制
度
で

も
、
日
米
中
を
比
べ
て
み
る
と
、
も
う
一
つ
別
な
側
面
が
み
え

て
き
ま
す
。
日
本
の
裁
判
員
制
度
を
み
る
と
今
は
う
ま
く
い
っ

て
い
ま
す
が
、今
後
長
く
続
く
か
ど
う
か
は
、平
等
社
会
意
識
、

仲
間
意
識
の
強
い
日
本
社

会
と
ど
う
折
り
合
い
を
つ

け
て
い
く
か
に
か
か
っ
て

き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
裁

判
員
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち

な
量
刑
が
示
さ
れ
た
場

合
、
日
本
社
会
は
そ
れ
を

容
認
で
き
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。（
談
）
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【
中
国
の
刑
法
】

第
二
六
四
条　
公
私
の
財
物
を
窃
取
し
た
者
は
、
そ
の
額
が
比

較
的
多
額
で
あ
る
か
、
又
は
数
回
に
わ
た
っ
て
窃
取
し
た
場
合

は
、
三
年
以
下
の
懲
役
、
拘
留
又
は
管
制
に
処
し
、
罰
金
を
併

科
し
又
は
単
科
す
る
。
そ
の
額
が
巨
額
で
あ
る
か
、
又
は
そ
の

他
の
重
い
情
状
が
あ
る
場
合
は
、
三
年
以
上
十
年
以
下
の
懲
役

に
処
し
、罰
金
を
併
科
す
る
。
そ
の
額
が
特
に
巨
額
で
あ
る
か
、

又
は
そ
の
他
の
特
に
重
い
情
状
が
あ
る
場
合
は
、
十
年
以
上
の

懲
役
又
は
無
期
懲
役
に
処
し
、
罰
金
又
は
財
産
の
没
収
を
併
科

す
る
。
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
の
一
つ
が
あ
る
場
合
は
、
無

期
懲
役
又
は
死
刑
に
処
し
、
財
産
の
没
収
を
併
科
す
る
。

一  

金
融
機
関
で
窃
盗
し
、
そ
の
額
が
特
に
巨
額
で
あ
る
場
合
。

二  

珍
貴
文
物
を
窃
取
し
、
そ
の
情
状
が
重
い
場
合
。

【
日
本
の
刑
法
】

（
窃
盗
）

第
二
三
五
条　

他
人
の
財
物
を
窃
取
し
た
者
は
、
窃
盗
の
罪

と
し
、
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

資料：日本と中国の「窃盗罪」の違い
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社
会
的
背
景
を
知
る
と

法
律
の
理
解
が
深
ま
っ
て
く
る

３
カ
国
以
上
の
比
較
か
ら

違
っ
た
も
の
が
見
え
て
く
る



　

私
は
周
り
の
期
待
を
裏
切
る
の
が
趣
味

（
笑
）
で
、「
あ
の
人
、
沖
縄
文
学
研
究
し
て
い

る
よ
」
と
い
わ
れ
る
と
「
違
う
よ
」、「
ジ
ャ
ズ

を
研
究
し
て
い
る
？
」「
違
う
よ
」
と
い
う
よ

う
に
、
研
究
テ
ー
マ
を
変
え
て
い
ま
す
。
飽
き

っ
ぽ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
…
。

　
私
の
興
味
は
、
普
段
何
気
な
く
触
れ
て
い
る

文
化
が
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
人
々
に
受

け
入
れ
ら
れ
、
形
式
化
さ
れ
て
き
た
か
を
探
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
研
究
対
象
と
し
て
き
た
、

ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
沖
縄
文
学
や
日
本
に
お
け

る
ジ
ャ
ズ
喫
茶
文
化
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て

持
ち
込
ま
れ
た
も
の
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら

も
、
日
本
独
自
の
も
の
と
し
て
変
化
し
て
い
き

ま
し
た
。
普
段
あ
た
り
ま
え
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
、
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
加

工
さ
れ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

　

日
本
で
は
欧
米
文
化
の
受
容
が
本
格
的
に
始

ま
る
の
は
明
治
時
代
で
す
。
ジ
ャ
ズ
は
大
正
時

代
に
入
っ
て
き
て
は
い
ま
し
た
が
、
戦
時
中
に

敵
性
音
楽
禁
止
と
い
う
こ
と
で
、
下
火
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
に
な
る
と
、

ジ
ャ
ズ
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
と
並
ん
で
ア
メ
リ

カ
文
化
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
前
に
流
行
し
た

ジ
ャ
ズ
は
眉
間
に
皺
を
寄
せ
て
聴
く
よ
う
な
イ

ン
テ
リ
向
け
の
難
解
な
も
の
で
は
な
く
、
大
衆

音
楽
と
し
て
人
々
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
美
空
ひ
ば
り
も
歌
っ
て
い
ま
す
し
、
大

衆
娯
楽
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が

１
９
６
０
年
ご
ろ
か
ら
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

昨
年
上
梓
し
た
『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
論
』
で
は
、

海
外
か
ら
入
っ
て
き
た
音
楽
の
位
置
づ
け
や
ど

ん
な
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
全
国

の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を
ま
わ
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

重
ね
、
古
い
ジ
ャ
ズ
雑
誌
を
分
析
し
て
論
証
し

ま
し
た
。
今
は
音
楽
が
空
気
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
戦
後
し
ば
ら
く
は
輸
入
盤
レ
コ
ー

ド
が
、
高
価
な
時
代
で
す
。
図
書
館
に
も
置
い

て
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ジ
ャ
ズ
が
ラ
ジ
オ
で
流
れ

て
い
て
も
、
時
間
が
ご
く
短
い
の
で
、
ゆ
っ
く

り
ジ
ャ
ズ
を
聴
き
た
か
っ
た
ら
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に

行
く
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
日
本
で
最
初
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
、
昭
和
４
年

（
１
９
２
９
年
）に
誕
生
し
ま
し
た
。
大
正
・
昭
和

初
期
の
カ
フ
ェ
文
化
の
延
長
で
す
。
新
し
く
や
っ

て
き
た
蓄
音
機
と
い
う
舶
来
文
化
を
味
わ
う
日

本
独
自
の
モ
ダ
ン
空
間
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
や
が
て
録
音
機
が
で
き
て
、
過
去
の
名
演
奏

や
行
っ
た
こ
と
の
な
い
国
の
人
の
演
奏
を
聴
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
戦
前

の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
は
、
西
洋
文
化
を
感
じ
る
場

所
と
し
て
の
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
後
に
な

り
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
、
戦
前
と
は
違
っ
た
役
割

の
も
と
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
１
９
７
０
年
代

に
は
、
全
国
で
約
６
０
０
軒
以
上
の
ジ
ャ
ズ
喫

茶
が
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
日
本
経
済
の
発
展

と
と
も
に
一
般
家
庭
に
も
ス
テ
レ
オ
が
普
及

し
、
さ
ら
に
音
楽
が
携
帯
で
き
る
時
代
が
き
た

こ
と
で
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
徐
々
に
そ
の
役
割
を

終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
音
楽
の
研
究
一
つ

と
っ
て
も
、
技
術
や
歴
史
、
文
化
な
ど
複
雑
に

入
り
組
ん
だ
も
の
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。

マイク・モラスキー
Mike Molasky

社会学研究科教授研 究 室 訪 問
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日
本
独
自
の

モ
ダ
ン
空
間
と
し
て
発
展

ジャズ喫茶を題材に、
異文化の自文化化を考察する

あ
た
り
ま
え
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

疑
問
を
投
げ
か
け
る



　
戦
後
初
期
に
日
本
で
流
行
し
た
ジ
ャ
ズ
の
形

態
は
ス
イ
ン
グ
ジ
ャ
ズ
で
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
ド
の

演
奏
に
合
わ
せ
て
踊
る
よ
う
な
音
楽
で
し
た
。

モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
ビ
ー

バ
ッ
プ
の
よ
う
な
少
人
数
に
よ
る
難
解
な
ハ
ー

モ
ニ
ー
と
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
な
曲
で
し
た
。
し
か

も
、
演
奏
者
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
よ
り

も
真
面
目
に
高
度
な
音
楽
を
追
求
し
て
い
る
雰

囲
気
が
あ
っ
た
の
で
、
ジ
ャ
ズ
が
芸
術
音
楽
に

昇
格
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
戦
後
、
日
本
で
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
が
流
行
る
き

っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
発
信
で

は
な
く
『
死
刑
台
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
』
と
い
っ

た
フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
映
画
で

し
た
。
昭
和
33
〜
35
、
36
年
ご
ろ
、
新
し
い
映

画
に
挑
ん
で
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
20
代
の
監
督
が

ア
メ
リ
カ
の
一
流
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
サ
ウ
ン

ド
ト
ラ
ッ
ク
づ
く
り
を
要
請
し
ま
し
た
。
そ
の

音
楽
が
、
若
い
イ
ン
テ
リ
や
芸
術
家
、
そ
し
て

文
化
人
に
憧
れ
て
い
る
若
者
に
注
目
さ
れ
た
の

で
す
。「
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
テ
リ
が
認
め
る
お

墨
付
き
の
音
楽
」
が
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
だ
っ
た
の

で
す
。
安
保
闘
争
前
後
で
、
時
代
の
空
気
に
も

合
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
１
９
６
０
年
代
の

雑
誌
を
見
る
と
、「
モ
ダ
ン
」
と
冠
が
つ
い
て
、

モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
近
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に

沸
い
た
大
正
時
代
と
類
似
し
て
い
ま
す
。
新
し

い
「
も
の
」
が
入
っ
て
き
て
、
自
分
た
ち
が
求

め
て
い
る
、
あ
る
い
は
直
面
す
る
問
題
か
ら
脱

却
す
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
感
覚
で
す
。

　

前
衛
的
な
若
者
文
化
に
か
か
わ
っ
て
い
る

人
た
ち
が
、
ジ
ャ
ズ
に
感
化
さ
れ
た
こ
と
で
、

ジ
ャ
ズ
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
変
し
ま
し
た
。
日
本

人
の
想
像
の
な
か
で
、「
ジ
ャ
ズ
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
」
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
ま

で
日
本
で
ジ
ャ
ズ
と
い
え
ば
、
白
人
の
ビ
ッ
グ

バ
ン
ド
に
よ
る
音
楽
が
主
流
で
し
た
。
そ
れ

が
、
ジ
ャ
ズ
と
い
え
ば
、
黒
人
に
よ
る
情
熱
的

で
強
烈
か
つ
難
解
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。
日
本
で
は
安
保
闘
争
、
ア
メ
リ
カ
で

は
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
公
民
権
運
動
と

つ
な
が
っ
て
、
政
治
的
な
音
楽
、
抵
抗
の
音
楽

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
始
め
た
の
で
す
。

　
ジ
ャ
ズ
は
黒
人
が
つ
く
り
上
げ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ

こ
に
政
治
性
を
み
る
の
は
単
純
す
ぎ
る
思
い
込

み
で
す
。
実
際
に
は
公
民
権
運
動
の
中
心
に
な

っ
た
音
楽
は
教
会
音
楽
で
し
た
。
教
会
で
歌

い
、
力
を
蓄
え
団
結
し
て
、
外
に
出
て
い
く
と

い
う
も
の
で
、
決
し
て
ジ
ャ
ズ
が
公
民
権
運
動

に
密
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
で
は
、
安
保
闘
争
の
デ
モ
に
出
る
と

き
に
、
学
生
証
を
行
き
つ
け
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶

に
預
け
、
機
動
隊
に
追
わ
れ
て
ジ
ャ
ズ
喫
茶

に
逃
げ
込
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り

ま
す
。
結
果
と
し
て
、
こ
う
し
た
体
験
が
、

ア
メ
リ
カ
で
ジ
ャ
ズ
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
密

着
し
て
い
た
と
い
う
思
い
込
み
を
つ
く
り
上

げ
て
き
た
の
で
す
。

　

日
本
全
国
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を
訪
問
し
て
、
一

番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
博
多
で
見
つ
け

た
古
い
ジ
ャ
ズ
喫
茶
で
す
。
店
内
に
は
、
１
万

枚
を
超
す
Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
が
あ
り
ま
し
た
。
驚

い
た
の
は
、
ジ
ャ
ズ
ブ
ー
ム
は
も
と
よ
り
、
レ

コ
ー
ド
す
ら
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
20
代
の

若
者
が
、
お
店
を
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

彼
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
レ
コ
ー
ド
を
探
し
て

い
る
の
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
う
ち
に
は
レ
コ
ー

ド
地
図
が
あ
る
」
と
彼
は
答
え
ま
し
た
。
見
せ

て
も
ら
う
と
、
レ
コ
ー
ド
は
ま
ず
楽
器
別
に
分

類
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
、
黒
人
、
白
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
日
本
人

と
人
種
別
・
国
籍
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
検

索
し
や
す
い
よ
う
に
オ
ー
ナ
ー
が
カ
テ
ゴ
リ
ー

分
け
を
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、
無
意
識
の
う
ち

に
序
列
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
ジ

ャ
ズ
と
い
う
音
楽

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お

い
て
は
、
黒
人
ミ

ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が

頂
点
で
、
日
本
人

は
最
後
と
い
う
よ

う
に
。
こ
う
し
て

誰
か
が
た
ま
た

ま
便
宜
上
カ
テ
ゴ

リ
ー
分
類
し
た
も

の
が
、
ひ
と
り
歩
き
し
、
一
般
的
な
認
識
と
し

て
定
着
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
こ
と
で
、
あ
る
部
分
は

隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
人
の
手

に
よ
り
加
工
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
当
然
だ
と

考
え
る
の
で
は
な
く
、
複
眼
的
な
考
察
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
異
文
化
を
自
文
化
と
し
て
取
り
込
む
自
文
化

化
に
よ
り
、
見
え
な
く
な
っ
た
も
の
を
見
る
に

は
、
歴
史
的
に
遡
る
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま

す
。
演
歌
に
つ
い
て
書
か
れ
た
あ
る
本
に
よ
る

と
、
現
在
演
歌
と
呼
ば
れ
て
い
る
音
楽
が
普
及

す
る
の
は
１
９
６
０
年
代
半
ば
で
、
あ
る
意
味

で
そ
れ
は
、
音
楽
産
業
に
よ
っ
て
新
し
く
つ
く

り
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

　
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
価
値
観
は
、
何
ら
か
の
き
っ

か
け
で
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
偶
然
出
て

き
た
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て

も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ま
で
常
識
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
も
の

に
、
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

進
展
が
著
し
い
時
代
に
こ
そ
、
必
要
な
ア
プ
ロ

ー
チ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
談
）
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社会学研究科教授
Mike Molasky（マイク・モラスキー）

1956年米国セントルイス市生まれ。コネティ
カット・カレッジ准教授、ミネソタ大学教授
等を経て、2010年一橋大学大学院社会学研
究科教授（地球社会研究専攻）。著書に、『ジャ
ズ喫茶論──戦後の日本文化を歩く』（2010
年、筑摩書房）、『ニュー・ジャズ・スタディー
ズ──ジャズ研究の新たな領域へ』（2010年、
共編著、アルテスパブリッシング）、『占領の
記憶／記憶の占領──戦後沖縄・日本とアメリ
カ』（2006年、青土社）、『戦後日本のジャズ文
化──映画・文学・アングラ』（2005年、青土
社、2006年サントリー学芸賞受賞）などがあ
る。ジャズピアニストとしてライブ活動も行っ
ており、リリースしたCDに、「“Dr. U-TURN” 
Mike Molasky ～ solo piano～」（2010年、
STUDIO SONGS）、「“MIKE MOLASKY 
TRIO--LIVE” BACK AT AKETA!」（2006年、
AKETA’S DISK）がある。
【Offi  cial Web Site】http://molasky.nsf.jp/
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ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
映
画
と
と
も
に

高
尚
な
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
に

日
本
に
お
け
る

ジ
ャ
ズ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ひ
と
り
歩
き
し
て

偏
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
し
ま
う



連載企画

一橋大学草創期。

そこには、新しい価値を創らんとする力があった。建設者としての誇りと意志があった。

「Captains」それは近代日本の発展に多大なる功績を残した人々のストーリーである。

学問、国、家業、大学運営……有事のたびに求められた人格。

「Captains」第10回では、小山健三の足跡を追ってみた。

第10 回

小
山
健
三

38

晩年の小山健三（66歳、1923年）

38～43ページの写真はすべて
『小山健三傳』からの転載



　

小
山
健
三
は
１
８
５
８
年
、
武
州
忍お
し

の
下
級
士
族
小
山

宇
三
郎
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
１
８
５
８
年
と

い
え
ば
、
江
戸
幕
府
が
米
使
ハ
リ
ス
と
修
好
通
商
条
約
を

締
結
し
た
年
で
あ
り
、
こ
の
年
か
ら
日
本
は
、
手
探
り
な

が
ら
国
際
化
の
道
を
歩
み
始
め
ま
す
。
小
山
が
生
ま
れ
育

っ
た
武
州
忍
は
、
現
在
の
埼
玉
県
行
田
市
に
あ
た
り
ま
す
。

７
歳
よ
り
寺
子
屋
に
て
漢
籍
と
習
字
を
学
び
始
め
、
11
歳

の
と
き
に
忍
藩
校
進
修
館
に
入
学
、
漢
学
、
数
学
の
修
業

を
始
め
ま
す
。
特
に
数
学
に
は
秀
で
て
い
ま
し
た
が
、
学

ぶ
姿
は
立
身
出
世
を
夢
に
志
を
高
く
持
ち
、
ひ
た
す
ら
勉

学
に
励
む
秀
才
と
は
風
采
が
少
し
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

「
君
は
幼
き
よ
り
余
り
遊
戯
に
耽
ら
ざ
り
き
。
常
に
一
室
に

あ
り
て
書
を
読
み
、
算
数
の
難
問
を
解
く
を
好
み
…
（
後

略
）」（『
小
山
健
三
傳
』）
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
勉
学

は
幼
少
期
の
小
山
の
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

14
歳
に
し
て
藩
校
の
助
教
に
な
り
、
小
山
は
教
師
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
が
、
翌
年
（
１
８

７
２
年
）
に
は
、
東
京
に
出
て
さ
ら
に
学
問
に
励
む
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
東
京
で
は
、
測
量
を
学
び
な
が
ら
１
８

７
３
年
に
順
天
求
合
社
と
攻
玉
社
に
通
い
、
高
等
数
学
を

学
び
、
学
外
で
ド
ク
ト
ル
・
パ
ア
ム
に
化
学
、
英
人
フ
リ
ユ

ム
に
就
き
、
語
学
を
学
び
ま
し
た
。

　

東
京
で
の
学
問
修
業
は
３
年
に
お
よ
び
、
18
歳
で
教
育

者
と
し
て
世
に
出
ま
す
。
最
初
の
勤
務
地
は
長
野
県
、
師

範
学
校
予
科
の
訓
導
と
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。
し
か
し
彼

の
地
で
は
、
小
山
の
第
一
の
転
機
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。

夫
人
と
な
る
照
子
と
出
会
い
、
赴
任
し
た
そ
の
年
に
結
婚

し
ま
す
。
さ
ら
に
新
婚
間
も
な
い
妻
を
長
野
に
残
し
、
教

員
を
辞
し
、
新
潟
に
旅
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
東
京
で

化
学
を
学
ん
だ
パ
ア
ム
に
会
う
た
め
で
す
。
当
時
、
エ
リ
ー

小山健三は、1898年、40歳にして文部次官の職を辞し、
国立第三十四銀行（旧三和銀行の前身、現三菱東京ＵＦＪ銀行）の頭取に就任します。

その傑出した経営手腕は、関西の渋沢栄一と呼ばれ、広く関西経済の発展に多大な功績を残しました。
しかしその前半生は、教育者、近代日本教育の建設者として、

とりわけ専門教育の礎を築くことに尽力しました。
いずれの職責においても、近代日本の国家を形づくるうえで、重要な役割を果たしました。

一橋大学の前身、高等商業学校に校長として在籍したのは、
前半生の後半、1895～1898年の３年足らずですが、

人材育成、学課改定などを通して高商の充実をはかりました。
『小山健三傳』に題言を寄せた菊池恭三は、小山の人物像を「史記」から引用して、

「桃李の下自ら蹊を成す」と評しています。
仕事場の上司や同僚も頭脳明晰、かつ、篤実温厚と完璧な為

ひととなり

人を後世に伝えています。

早
熟
の
天
才
、

14
歳
で
教
育
の
世
界
に
入
る

小山健三

教
育
の
力

39



ト
青
年
た
ち
の
夢
は
、
海
外
で
先
端
の
学
問
を
学
ぶ
こ
と

で
あ
り
、
小
山
も
ま
た
洋
行
に
強
い
意
欲
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
パ
ア
ム
の
新
潟
赴
任
を
知
っ
た
小
山
は
、
氏
を
頼

り
、
新
潟
よ
り
外
国
に
渡
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。

し
か
し
、
小
山
が
新
潟
に
到
着
し
た
と
き
、
そ
こ
に
パ
ア

ム
の
姿
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
新
潟
で
の
任
務
を
終
え

た
パ
ア
ム
は
、
東
京
に
戻
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
も
し
、

こ
の
と
き
に
洋
行
の
夢
が
叶
っ
て
い
た
ら
、
小
山
の
人
生

も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
な
み

に
小
山
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
洋
行
の
経
験
は
な
く
、
得

意
と
さ
れ
て
い
た
外
国
語
も
す
べ
て
国
内
に
て
独
学
で
学

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
注
釈
文
）

　

そ
の
後
小
山
は
、
前
橋
で
教
鞭
を
と
り
、
１
８
８
１
年

７
月
に
文
部
省
の
官
吏
と
な
り
ま
す
。
学
務
局
に
配
属
さ

れ
小
学
校
、
中
学
校
の
教
科
書
検
定
係
を
命
ぜ
ら
れ
ま
す
。

当
時
の
検
定
科
目
は
理
科
、
修
身
、
経
済
、
読
本
、
歴
史

等
で
、「
当
時
の
情
勢
は
修
身
の
如
き
純
然
た
る
儒
教
主
義

を
採
用
し
、
論
語
な
ど
は
最
も
喜
ば
れ
、
孟
子
の
如
き
は

排
斥
さ
れ
、
凡
て
矯
激
な
文
章
を
教
科
書
に
入
れ
る
こ
と

を
許
さ
な
か
っ
た
」（
１
９
２
２
年
・
小
山
講
演
録
／
『
小

山
健
三
傳
』
よ
り
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

政
変
に
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
支
持
派
の
伊
藤
博
文
、

井
上
毅
が
、
英
国
型
議
院
内
閣
制
を
訴
え
る
大
隈
重
信
と

犬
養
毅
、
尾
崎
行
雄
ら
進
歩
派
官
僚
を
追
い
落
と
し
た
こ

と
で
、
世
情
は
二
派
に
分
断
さ
れ
、
暗
殺
、
辻
斬
り
が
横

行
す
る
と
い
う
実
に
殺
伐
と
し
た
時
代
。「
内
閣
諸
卿
は
只

平
和
平
静
に
復
帰
す
る
こ
と
に
向
っ
て
全
力
を
傾
注
す
る

と
い
う
結
果
が
、
文
天
祥
の
如
き
慷
慨
悲
憤
の
文
章
を
排

斥
に
至
り
、
教
科
書
の
検
定
も
実
に
政
府
当
局
の
方
針
に

基
づ
い
た
も
の
」（
同
上
）
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

１
８
８
３
年
、
26
歳
の
と
き
に
長
崎
に
赴
任
し
ま
す
。

学
務
課
長
と
師
範
学
校
校
長
を
兼
ね
、
以
後
６
年
半
に
わ

た
り
、
長
崎
の
教
育
界
の
組
織
づ
く
り
を
命
ぜ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
後
小
山
は
長
崎
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
教
育
界
に

大
き
な
足
跡
を
遺
し
て
い
き
ま
す
が
、
一
教
諭
か
ら
教
育

家
に
成
長
す
る
の
は
、
こ
こ
長
崎
で
の
経
験
に
よ
る
も
の

が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
小
山
は
数
々
の
教
育
整
備
・
改
革
を
断
行
し
ま
す
。
長

崎
は
徳
川
時
代
、
唯
一
外
国
人
渡
航
が
認
め
ら
れ
た
地

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
と
い
う
国
際
社
会
に

デ
ビ
ュ
ー
す
る
時
代
に
、
役
割
を
閉
ざ
さ
れ
置
き
去
り

に
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
「
始
め
て
御
当
地
に
参
っ
て
、
著
し
く
感
じ
た
こ
と
は
、
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我
が
身
を
削
っ
て

学
校
再
建
に
奔
走
す
る



関
東
に
比
較
し
て
教
育
が
非
常
に
遅
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
」

　
と
小
山
は
後
に
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
１
８
７
２
年
の
新

学
制
発
布
後
、
長
崎
に
は
官
立
の
医
学
校
、
外
国
語
学
校
、

師
範
学
校
、
準
中
学
校
、
小
学
教
員
養
成
所
が
設
け
ら
れ
、

１
０
０
あ
ま
り
の
町
村
立
小
学
校
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
医
学
校
、
英
語
学
校
、
師
範
学

校
は
い
ず
れ
も
廃
止
、
小
学
校
に
至
っ
て
は
、
校
舎
は
腐
朽

し
、
運
動
場
も
荒
地
と
化
し
て
い
ま
し
た
。
小
山
は
そ
の
よ

う
な
「
無
残
な
」
教
育
界
に
身
を
投
じ
た
の
で
し
た
。

　

赴
任
直
後
、
女
子
師
範
学
校
の
設
立
に
奔
走
し
ま
す
。

後
に
知
遇
を
得
る
森
有
礼
は
１
８
８
７
年
の
九
州
教
育
界

視
察
の
際
、
教
育
の
最
も
枢
要
な
の
は
小
学
校
の
整
備
で

あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
の
師
範
学
校
は
何
に
も
優
先
し
て

整
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
説
き
ま
し
た
。
就な

か
ん
ず
く中

、
幼
児

生
徒
の
教
育
は
男
子
よ
り
女
子
が
数
段
優
れ
て
い
る
。
女

子
教
員
の
養
成
は
急
務
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
欧
米

で
は
当
時
す
で
に
、
小
学
校
低
学
年
は
ほ
ぼ
女
子
教
員
が

受
け
持
っ
て
い
ま
し
た
。
森
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
全
国
各

地
に
導
入
さ
せ
る
腹
づ
も
り
で
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
３
年
前
、
長
崎
で
は
女
子
師
範
学
校
開

設
に
向
け
て
、
す
で
に
予
算
化
が
な
さ
れ
、
１
８
８
４
年

７
月
に
男
子
師
範
学
校
に
併
設
す
る
形
で
開
校
し
て
い
ま

す
。
小
山
は
予
算
計
上
に
止
ま
ら
ず
、
学
校
用
地
選
定
、

教
員
補
充
、
学
校
経
営
、
そ
の
す
べ
て
を
整
え
ま
し
た
。

　

小
山
は
こ
の
師
範
学
校
の
校
長
に
就
任
し
、
学
務
課
長

と
二
足
の
草わ

ら
じ鞋
で
休
む
間
も
な
く
働
き
ま
す
。
こ
の
時
期
、

長
女
み
ね
を
病
で
亡
く
し
て
い
ま
す
。
小
山
は
前
橋
時
代

に
長
男
敏
雄
を
亡
く
し
て
お
り
、
わ
ず
か
５
、
６
年
の
間

に
２
人
の
子
を
失
う
と
い
う
不
幸
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
近

い
将
来
、
我
が
子
が
辿
る
で
あ
ろ
う
小
学
校
の
改
革
│
│
。

私
心
と
公
務
の
同
化
は
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
は
い
え
、
そ

の
不
条
理
に
夫
婦
の
心
境
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

悲
運
を
嘆
く
暇
も
な
く
、
小
山
は
粛
々
と
改
革
を
進
め

ま
す
。
長
崎
医
学
校
は
こ
の
と
き
、
県
立
病
院
の
附
属
学

校
と
し
て
県
衛
生
課
の
管
轄
下
に
あ
り
ま
し
た
。
小
山
は

病
院
と
学
校
が
逆
転
し
て
い
る
こ
の
体
制
を
改
め
、
ま

ず
、
医
学
校
を
学
務
課
に
移
管
し
ま
す
。
あ
る
日
、
医
学

校
を
視
察
し
た
際
、
学
舎
に
は
人
体
解
剖
模
型
１
基
と
50

倍
の
顕
微
鏡
１
台
が
あ
る
の
み
で
し
た
。
予
算
は
年
２
０

０
０
円
、
教
官
は
病
院
の
医
者
が
兼
ね
て
い
る
と
い
う
有

様
で
し
た
。

　

寄
宿
舎
に
寄
る
と
約
40
名
の
学
生
の
う
ち
十
数
名
が
読

書
中
で
、
奇
特
な
学
生
を
小
山
は
喜
び
ま
す
。
束
の
間
、

彼
ら
が
読
ん
で
い
た
の
は
医
学
書
で
は
な
く
、「
浮
華
淫
靡

の
稗
史
小
説
」（『
小
山
健
三
傳
』）
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。

今
の
時
代
な
ら
別
段
異
様
と
は
映
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
一
橋

の
学
生
と
比
較
し
て
も
変
わ
ら
ず
の
気
が
し
ま
す
が
、
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
最
低
で
し
た
。
追
い
打
ち
を
か
け

る
よ
う
に
、
町
か
ら
帰
舎
し
た
学
生
が
玄
関
に
木ぼ

く
り履
を
投

げ
散
ら
か
し
た
ま
ま
平
然
と
部
屋
に
戻
る
様
を
見
て
、
小

山
は
怒
り
の
念
を
覚
え
ま
す
。

　

翌
日
、
病
院
長
を
県
庁
に
呼
び
つ
け
た
小
山
は
、
医
学

校
が
主
で
県
立
病
院
が
従
と
な
ら
な
け
れ
ば
医
学
の
発
展

は
な
い
と
訴
え
ま
す
。
そ
の
た
め
の
予
算
を
学
務
課
が
県

知
事
に
上
申
し
、
医
学
校
の
学
科
課
程
、
校
則
を
改
定
す

る
と
し
ま
し
た
。
病
院
長
に
異
論
は
な
く
、
ぜ
ひ
に
と
賛

同
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
前
日
の
寄
宿
舎
の
一
件
は
見
る
に
堪
え
な
い
、

こ
れ
を
粛
正
し
な
け
れ
ば
今
の
話
は
な
き
も
の
と
考
え
て

ほ
し
い
と
告
げ
ま
し
た
。
病
院
長
は
こ
の
一
言
に
恐
縮
し
、

後
日
、
品
行
の
悪
い
学
生
数
名
を
退
学
さ
せ
る
な
ど
医
学

校
の
風
紀
向
上
に
奔
走
し
ま
す
。

　
「
思
ふ
に
、
上
に
（
小
山
）
課
長
そ
の
人
あ
り
て
こ
そ
、

予
が
こ
の
言
も
好
果
を
結
び
得
た
る
に
外
な
ら
ざ
る
也
」

（『
小
山
健
三
傳
』）。

　
こ
の
後
医
学
校
の
予
算
は
年
を
経
る
に
つ
れ
増
加
し
て
い

き
ま
す
。
教
授
用
具
も
漸
次
完
備
し
て
い
き
、
教
室
も
増
築

さ
れ
ま
し
た
。
教
師
の
質
も
上
が
り
、
ボ
ー
ト
部
な
ど
の
活

動
も
盛
ん
と
な
り
ま
す
。
小
山
は
解
剖
学
に
特
に
傾
注
し
、

三
池
監
獄
に
死
刑
囚
の
死
体
交
付
を
請
求
し
て
い
ま
す
。
後

の
長
崎
大
学
医
学
部
の
発
祥
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

長
崎
で
の
小
山
の
改
革
は
枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

特
に
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
『
商
業
教
育
』

に
つ
い
て
で
し
ょ
う
。
小
山
は
こ
れ
か
ら
経
済
立
国
と
し

て
興
隆
す
る
た
め
に
は
、
商
業
教
育
が
極
め
て
重
要
で
あ

る
と
訴
え
ま
し
た
。
長
崎
の
商
業
は
そ
の
規
模
が
あ
ま
り

に
小
さ
い
。
東
京
、
大
阪
で
は
大
商
事
会
社
が
で
き
、
銀

行
も
貯
蓄
高
百
万
円
を
超
え
る
規
模
が
出
て
き
て
い
る
。

い
ず
れ
の
企
業
も
海
外
と
の
貿
易
は
成
長
に
不
可
避
で
、

そ
こ
で
外
国
商
人
に
引
け
を
取
ら
な
い
人
材
の
育
成
が
必

要
と
説
き
ま
し
た
。

　

具
体
案
と
し
て
、
外
国
貿
易
そ
の
他
大
事
業
に
当
た
る

べ
き
人
材
は
高
等
商
業
学
校
で
、
商
工
会
議
所
の
存
在
す

る
商
売
繁
盛
の
地
に
は
中
等
商
業
学
校
、
さ
ら
に
全
国
の

市
街
地
に
は
商
業
補
習
学
校
を
設
置
す
る
べ
き
だ
と
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
最
も
大
切
な
の
は
列
国
文
明
の
中
に
入

っ
て
萎
縮
せ
ぬ
よ
う
、
外
国
語
教
育
が
絶
対
的
に
必
要
だ

と
唱
え
ま
し
た
。

　

実
は
長
崎
に
は
商
業
学
校
が
１
８
７
９
年
に
設
立
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
学
校
令
が
施
行
さ
れ
た
際
、
中

学
校
に
組
み
入
れ
ら
れ
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
小
山

小山健三
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は
こ
の
商
業
学
校
を
復
活
さ
せ
ま
す
。

　

第
一
の
問
題
点
は
復
活
の
予
算
で
し
た
。
小
学
校
と
商

業
学
校
で
は
、
行
政
官
に
と
っ
て
も
市
井
の
人
々
に
と
っ

て
も
そ
の
必
要
性
、
重
要
性
が
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て

い
る
。
小
学
校
は
教
育
の
根
幹
で
、
す
べ
て
の
人
に
身
近

な
問
題
で
す
が
、
商
業
学
校
な
る
も
の
は
商
人
の
み
の
話

題
で
、
し
か
も
商
売
す
る
の
に
学
問
は
必
要
な
し
と
い
う

風
潮
の
時
代
で
、
全
体
の
理

解
を
得
る
の
は
困
難
で
す
。

　

思
惑
し
て
小
山
は
「
五
厘

金
」
に
目
を
つ
け
ま
し
た
。
五

厘
金
は
開
国
以
来
、
長
崎
の
貿

易
商
人
が
利
益
の
１
０
０
０

分
の
５
を
積
み
立
て
て
い
た

も
の
で
す
。
当
時
そ
の
額
は
何

十
万
円
に
も
お
よ
ん
で
い
ま
し

た
が
、
維
新
以
後
、
明
治
政
府

に
没
収
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
管

理
し
て
い
た
貿
易
会
所
は
、
商

業
学
校
設
立
へ
の
支
出
は
異

論
な
く
、
長
崎
区
長
、
県
学

務
課
、
勧
業
課
の
会
議
に
て
承
諾
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
用
地
買
収
、
校
舎
建
築
、
校
長
招
聘
、
開
校

へ
と
漕
ぎ
つ
け
ま
す
。
開
校
は
１
８
８
６
年
４
月
で
し
た
。

　

１
８
８
７
年
、
小
山
は
長
崎
の
地
で
初
代
文
部
大
臣
、

森
有
礼
を
迎
え
ま
す
。
森
有
礼
は
日
本
の
教
育
の
向
上
に

は
欧
米
に
倣
い
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
日
本
に
導
入
す
る
こ

と
こ
そ
、
近
道
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
若
く
し
て

欧
米
留
学
の
経
験
も
豊
富
で
、
日
本
に
い
る
間
は
、
教
育

界
の
整
備
か
ら
外
交
ま
で
幅
広
く
能
力
を
発
揮
し
ま
す
。

欧
化
主
義
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
欧
米

列
国
と
対
等
な
貿
易
を
行
い
、
商
業
力
を
纏
う
に
は
そ
の

ほ
か
に
道
な
し
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

森
が
来
崎
し
、
師
範
学
校
視
察
の
意
の
あ
る
こ
と
を
聞

い
た
小
山
は
、
頭
を
悩
ま
せ
ま
す
。
当
時
の
師
範
学
校
の

重
点
科
目
に
兵
式
体

操
が
あ
り
ま
し
た
。

兵
式
体
操
は
森
が
主

唱
し
た
科
目
で
す
。

長
崎
師
範
学
校
は
器

械
体
操
設
備
は
ま
っ

た
く
な
く
、
お
粗
末

な
体
操
場
が
あ
る
の

み
で
し
た
。

　

奮
然
と
し
て
小
山

は
兵
式
体
操
場
の
整

備
を
始
め
ま
す
。
鉛

筆
を
と
り
設
計
の
大

枠
を
構
想
し
て
い
た

か
と
思
う
と
、
次
に
は
現
場
で
器
械
の
備
え
付
け
、
地
均

し
に
昼
夜
を
問
わ
ず
付
き
添
い
ま
す
。
徹
夜
が
続
き
監
督

し
て
い
た
部
下
に
代
わ
り
小
山
も
監
督
に
つ
き
ま
し
た
。

な
ん
と
か
森
有
礼
の
視
察
に
間
に
合
い
、
森
か
ら
頗す

こ
ぶ
る
賛

辞
を
博
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
森
は
長
崎
の
小
山
健
三

の
非
凡
の
能
力
を
見
出
し
た
は
ず
で
す
。

　

ま
た
、
長
崎
に
教
育
会
と
い
う
教
育
家
の
集
ま
り
が
で

き
ま
す
。
時
の
県
知
事
日
下
義
雄
が
会
長
、
副
会
長
に
は

小
山
が
就
い
て
い
ま
す
。

　

長
崎
に
で
き
た
『
教
育
界
』
と
い
う
雑
誌
の
な
か
で
小

山
は
、
島
国
で
あ
る
日
本
に
将
来
必
要
な
の
は
海
運
業
で

あ
る
こ
と
を
強
く
唱
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
商
船
学
校
の

設
立
、
航
海
教
育
が
急
務
で
あ
る
と
の
論
文
を
投
稿
し
ま

す
が
、
こ
れ
を
東
京
の
森
有
礼
が
目
に
し
、
即
座
に
商
船

学
校
が
整
備
さ
れ
た
の
で
す
。

　

小
山
は
視
察
の
森
に
随
行
し
て
熊
本
に
出
張
し
ま
す
。

帰
崎
後
数
カ
月
が
経
ち
、
急
遽
、
熊
本
の
第
五
高
等
中
学

校
医
学
部
校
長
兼
任
の
命
を
受
け
ま
す
。
森
が
熊
本
に
お

い
て
も
小
山
の
力
を
必
要
と
判
断
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。
長
崎
と
熊
本
を
行
き
来
す
る
多
忙
の
日
々
は
、

１
８
８
９
年
10
月
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　

小
山
は
長
崎
県
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
教
育
界
に
貢
献
し

て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
集
大
成
と
も
い
え
る
の
が
、
高
等

商
業
学
校
の
改
革
で
し
た
。
商
法
講
習
所
を
祖
に
持
つ
高

等
商
業
学
校
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
経
て
１
９
２
０
年

に
東
京
商
科
大
学
（
第
二
次
世
界
大
戦
後
一
橋
大
学
に
改

称
）
に
昇
格
し
ま
す
が
、
そ
の
基
礎
を
作
っ
た
の
が
小
山

の
学
校
改
革
だ
っ
た
の
で
す
。
１
８
９
５
年
文
部
参
事
官

に
昇
進
し
た
小
山
は
、
高
等
商
業
学
校
の
校
長
に
就
任
し
、

す
ぐ
さ
ま
学
校
改
革
に
着
手
し
ま
し
た
。
ま
ず
手
始
め
に

高
等
商
業
学
校
内
に
独
立
の
学
科
と
し
て
商
業
科
を
創
設

し
、
現
在
の
大
学
に
相
当
す
る
専
攻
部
を
設
置
し
ま
し
た
。

ま
た
、
国
内
外
か
ら
専
門
家
を
招
聘
、
商
業
教
育
の
充
実

を
図
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
少
壮
の
学
徒
を
教
授
や
講
師
に

任
命
し
、
優
秀
な
者
を
積
極
的
に
海
外
に
留
学
さ
せ
ま
し

た
。
そ
の
際
の
留
学
者
に
は
、
後
に
商
学
を
権
威
あ
る
学

問
へ
と
昇
華
さ
せ
た
福
田
徳
三
、
佐
野
善
作
、
関
一
、
志

田
鉀
太
郎
な
ど
が
い
ま
し
た
。
世
間
で
は
商
業
を
軽
視
す

る
風
土
が
あ
る
時
代
に
、
改
革
を
断
行
。
し
か
も
こ
れ
ら
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小山健三（左）と、
令婿津村秀松博士（右）に
愛孫（中央）

本
質
を
見
極
め
た
采
配
で
、

商
科
大
学
設
立
を
前
進
さ
せ
る

商
業
教
育
の
推
進
者
、

森
有
礼
文
部
大
臣
と
の
出
会
い



の
こ
と
を
わ
ず
か
３
年
弱
の
間
に
行
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
小
山
は
学
校
改
革
に
奔
走
す
る
傍
ら
、
高
等
商
業

学
校
の
若
い
学
徒
た
ち
と
の
親
交
を
深
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
関
係
は
生
涯
に
わ
た
り
続
き
ま
す
。
福
田
徳
三
は
、
留

学
先
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ヒ
や
バ
イ
ゲ
ル

の
高
等
商
業
教
育
論
を
翻
訳
し
て
送
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
福
田
は
、
小
山
に
手
紙
を
送
り
、
１
９
０
０
年
に
開
催

さ
れ
た
パ
リ
万
博
を
兼
ね
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
工
業
教
育

の
実
状
視
察
を
強
く
勧
め
ま
し
た
。
ま
た
、
後
に
名
市
長

と
し
て
関
西
経
済
の
発
展
に
広
く
貢
献
し
た
関
一
を
大
阪

行
政
に
推
し
た
の
も
小
山
で
す
。
留
学
生
と
し
て
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
に
渡
っ
た
津
村
秀
松
は
、
帰
国
後
、
故
郷
で
あ
る
紀

州
に
引
き
込
ん
で
い
ま
し
た
が
、
小
山
の
誘
い
に
よ
り
神

戸
高
等
商
業
学
校
の
教
職
に
つ
い
て
い
ま
す
。
津
村
は
、
後

に
小
山
の
娘
婿
と
な
り
ま
す
。

　

人
を
育
て
る
こ
と
が
、
強
い
組
織
を
つ
く
り
、
強
い
経

済
を
つ
く
る
。
教
育
者
と
し
て
の
信
念
が
、
経
営
者
小
山

に
成
功
を
も
た
ら
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

１
８
５
８
年
（
安
政
５
年
）　

武
蔵
国
埼
玉
郡
忍
城
郭
内
に
て
、
宇
三
郎
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
士
族
。

１
８
７
１
年
（
明
治
４
年
）　

数
学
助
教
を
申
し
付
け
ら
れ
る
。

１
８
７
２
年
（
明
治
５
年
）　

東
京
に
出
て
測
量
術
を
学
ぶ
。

１
８
７
３
年
（
明
治
６
年
）　

東
京
順
天
求
合
社
、
攻
玉
社
に
て
高
等
数
学
、
ま
た
化
学
、
英
語
を
学
ぶ
。

１
８
７
５
年
（
明
治
８
年
）　

師
範
学
校
予
科
学
校
訓
導
と
し
て
長
野
県
に
赴
任
す
る
。
こ
の
年
に
照
子
と
結
婚
。

１
８
７
６
年
（
明
治
９
年
）　

暢
発
学
校
六
等
教
員
（
群
馬
県
）。

１
８
８
１
年
（
明
治
14
年
）　

文
部
省
任
文
部
六
等
。

１
８
８
３
年
（
明
治
16
年
）　

長
崎
県
に
赴
任
。
長
崎
県
立
師
範
学
校
長
に
就
任
。

１
８
８
６
年
（
明
治
19
年
）　

学
務
課
長
兼
衛
生
課
長
（
長
崎
県
）
に
就
任
。

１
８
８
９
年
（
明
治
22
年
）　

東
京
職
工
学
校
委
員
に
就
任
。

１
８
９
０
年
（
明
治
23
年
）　

東
京
工
業
学
校
会
計
主
務
官
に
就
任
。

１
８
９
１
年
（
明
治
24
年
）　

東
京
工
業
学
校
教
授
兼
文
部
書
記
官
に
就
任
。

１
８
９
２
年
（
明
治
25
年
）　

高
等
商
業
学
校
商
議
委
員
就
任
、
東
京
工
業
学
校
長
代
理
に
就
任
。

１
８
９
５
年
（
明
治
28
年
）　

高
等
商
業
学
校
長
兼
文
部
参
事
官
に
就
任
。

１
８
９
８
年
（
明
治
31
年
）　

文
部
省
実
業
教
育
局
長
就
任
。
の
ち
に
文
部
次
官
兼
任
。

１
８
９
９
年
（
明
治
32
年
）　

株
式
会
社
三
十
四
銀
行
頭
取
に
就
任
。

１
９
２
０
年
（
大
正
９
年
）　

貴
族
院
議
員
を
任
命
さ
れ
る
。

１
９
２
３
年
（
大
正
12
年
）　

勲
二
等
瑞
宝
章
受
章
。
12
月
逝
去
。

【
出
所
】

『
小
山
健
三
傳
』（
株
式
会
社
三
十
四
銀
行
／
編
・
刊　

１
９
３
０
年
発
行
）

『
日
本
の
近
代
化
と
一
橋
』（
小
島
慶
三
／
著　

如
水
会
学
園
史
刊
行
委
員
会
／
編　

１
９
８
７
年
発
行
）

「
小
山
健
三
と
商
業
教
育
―
西
欧
商
業
学
の
導
入
と
普
及
―
」（『
大
阪
春
秋
』
53
号　

西
沢  

保
／
著　

新
風
書
房
／
刊　

１
９
８
８
年
発
行
）

※
文
中
敬
称
略

※
引
用
文
中
の
旧
仮
名
づ
か
い
、
旧
漢
字
は
、
現
代
表
記
へ
改
め
ま
し
た
。

株式会社三十四銀行。小山は42歳で第2代頭取になり、晩年まで勤めた

株式会社三十四銀行頭取時代の小山健三（前列右から5人目。58歳、1915年）

小山健三

【小山健三略年譜】
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第30回

山
下　

治
部
さ
ん
は
日
経
Ｂ
Ｐ
社
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
か

た
わ
ら
、
子
育
て
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
に
つ
い
て
講
演
を

さ
れ
た
り
、
ブ
ロ
グ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
積
極
的
に
発
言
さ

れ
て
い
ま
す
ね
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
天
職
と
い
っ
た
印

象
が
あ
り
ま
す
が
、
一
橋
大
学
に
入
学
し
た
当
時
は
弁
護

士
志
望
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

治
部　

法
廷
も
の
の
小
説
を
読
ん
で
、
冤
罪
を
晴
ら
す
な

ん
て
か
っ
こ
い
い
仕
事
だ
な
、
と
（
笑
）。
法
律
を
学
ぶ
こ

と
は
教
養
と
し
て
は
面
白
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
期
待

し
た
も
の
と
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
「
一
票
の

格
差
」
の
問
題
に
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
判
断
は
通
説

や
判
例
を
基
準
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
し
。
決
定
的
に
ム

リ
と
思
っ
た
の
は
、
２
年
生
の
と
き
の
司
法
試
験
の
予
備

校
で
の
体
験
。
通
説
に
ひ
た
す
ら
赤
線
を
引
い
て
覚
え
る

も
っ
と
野
に
咲
け
、蓮
華
草

治部れんげ（じぶ・れんげ）
1974年生まれ。1997年一橋大学法学部卒。
日経BP社に入社し、『日経エンタテインメント！』、『日経ビジネス』、
『日経ビジネスアソシエ』、『日経マネー』などの４誌を担当。
2006年７月から2007年８月までフルブライト・ジャーナリストプログラムで渡米、
ミシガン大学女性教育センター客員研究員。
「アメリカ男性の家事育児分担とそれが妻のキャリアに与える影響」について文献調査とインタビューを行う。
3歳の男の子の母。2011年秋には、第二子が誕生する。
著書に『稼ぐ妻・育てる夫』（勁草書房）。

一
橋
大
学
に
は
、ユ
ニ
ー
ク
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
女
性
が
豊
富
と
評
判
で
す
。

彼
女
た
ち
が
い
か
に
キ
ャ
リ
ア
を
構
築
し
、
ど
の
よ
う
な
人
生
ビ
ジ
ョ
ン
を
抱
い
て
い
る
の
か
？

第
30
回
は
、日
経
Ｂ
Ｐ
社
に
お
勤
め
の
記
者
、
治
部
れ
ん
げ
さ
ん
で
す
。

聞
き
手
は
、商
学
研
究
科
准
教
授
の
山
下
裕
子
で
す
。

日経BP社記者

治部れんげ氏

商学研究科准教授

山下裕子

Renge Jibu

Yuko Yamashita

連 載 企 画

一橋の
女性たち

暗
記
よ
り
、
現
場
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よ
う
に
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
優
秀
な
方
々
は
、
こ
う
し

た
こ
と
を
き
ち
ん
と
ク
リ
ア
、
立
派
に
社
会
派
の
弁
護
士

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
根

が
単
純
な
せ
い
か
、
悪
い
こ
と
は
悪
い
と
は
っ
き
り
語
る

方
が
性
に
合
っ
て
い
た
の
で
す
。

山
下　

異
説
の
女
で
す
ね
（
笑
）。
ゼ
ミ
で
強
烈
な
取
材

を
体
験
さ
れ
た
と
伺
い
ま
し
た
。

治
部　

１
年
生
の
と
き
に
所
属
し
た
社
会
学
部
の
濱
谷
正

晴
先
生
の
ゼ
ミ
で
、
社
会
調
査
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
影
響
を
受

け
、
3
〜
4
年
生
で
は
、
福
田
雅
章
先
生
の
刑
事
政
策
の
ゼ

ミ
で
オ
ウ
ム
真
理
教
取
材
を
体
験
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
面

白
さ
を
知
っ
た
の
で
す
。
取
材

の
と
き
は
、
信
者
と
間
違
わ
れ

な
い
よ
う
に
な
る
べ
く
派
手
な

恰
好
で
と
言
わ
れ
て
、
ア
ク
セ

サ
リ
ー
を
じ
ゃ
ら
じ
ゃ
ら
つ
け

た
り
し
て
（
笑
）。

山
下　

現
場
で
身
体
を
張
っ

て
、
時
の
問
題
に
飛
び
込
ん
で

い
く
。
法
律
家
か
ら
マ
ス
コ
ミ

に
方
向
を
切
り
換
え
た
の
は
、

ご
く
自
然
に
思
え
ま
す
ね
。
な

ぜ
総
合
誌
で
は
な
く
、
経
済
誌

だ
っ
た
の
で
す
か
？

治
部　

日
経
Ｂ
Ｐ
社
を
受
け

た
の
は
、
あ
る
Ｏ
Ｂ
の
勧
め
で
し
た
。
で
も
、
当
時
、
日
経

新
聞
は
読
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
経
済
な
ん
て
難
し
そ

う
で
（
笑
）。
入
社
試
験
の
作
文
の
課
題
は
住
専
問
題
ま
た

は
マ
ス
コ
ミ
の
未
来
だ
っ
た
の
で
、
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
は

偏
っ
て
い
る
と
い
う
主
旨
の
作
文
を
書
き
ま
し
た
。
一
橋
大

学
出
身
の
女
性
は
珍
し
か
っ
た
の
で
拾
っ
て
も
ら
え
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。

治
部　

私
は
１
９
９
７
年
に
入
社
し
、
当
初
は
『
日
経
エ

ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
！
』
に
配
属
。
３
年
目
に
『
日
経
ビ
ジ

ネ
ス
』
に
異
動
し
ま
し
た
。『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
と
そ
の
次

に
異
動
に
な
っ
た
『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
ア
ソ
シ
エ
』
に
い
た
２

０
０
０
年
〜
２
０
０
５
年
が
一
番
働
い
た
時
期
で
し
た
ね
。

毎
日
何
件
か
取
材
し
、
夜
は
社
で
原
稿
書
き
。
明
け
方
ま
で

仕
事
と
い
う
こ
と
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
で
し
た
。
深

夜
勤
務
の
場
合
は
あ
る
程
度
ま
で
タ
ク
シ
ー
代
が

出
た
の
で
、
そ
の
範
囲
で
通
え
る
場
所
に
引
っ
越

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

山
下　

文
字
通
り
の
長
時
間
労
働
で
す
が
、
そ
う

い
う
働
き
方
を
ど
う
見
て
い
ら
し
た
の
で
す
か
。

治
部　

当
時
は
、
長
時
間
労
働
に
嵌
ま
っ
て
い
ま

し
た
（
笑
）。
労
働
時
間
が
長
い
こ
と
は
、

よ
く
や
り
玉
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
も

し
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
ら
、
と
っ

く
に
崩
壊
し
て
い
る
は
ず
だ
と
思
い
ま

す
。
ま
だ
若
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
上
司
や
先
輩
社
員
の

方
々
が
熱
心
に
メ
ン
タ
リ
ン
グ
し
て
く

れ
ま
し
た
。
お
酒
も
よ
く
飲
み
ま
し
た
ね
。
飲

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
中
高
年
男
性
を
批
判
す
る

か
た
ち
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
、
彼

ら
が
部
下
に
与
え
て
く
れ
る
も
の
は
、
や
は
り
す
ご
い
も
の

が
あ
る
と
思
う
。
自
分
の
ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス
を
犠

牲
に
し
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
と
い
う
か
、
職
場
や
会
社

に
対
す
る
無
償
の
愛
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

山
下　

女
性
が
育
て
て
も
ら
っ
て
い
る
う
ち
は
い
い
ん

だ
け
ど
、
女
性
が
部
下
を
育
て
る
立
場
に
な
る
と
も
の

す
ご
く
大
変
に
な
り
ま
す
ね
。

治
部　

も
ち
ろ
ん
、
男
性
上
司
の
無
償
の
愛
が
可
能
な
の

は
、
彼
ら
の
妻
た
ち
が
家
事
・
育
児
な
ど
の
シ
ャ
ド
ウ
ワ
ー

ク
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
だ
、
夜
遅
く

ま
で
会
社
に
残
っ
て
い
る
こ
と
に
妙
な
高
揚
感
が
あ
る
こ
と

も
事
実
で
す
。
家
庭
が
あ
り
、
子
ど
も
が
い
る
立
場
で
い
え

ば
、
夜
・
お
酒
だ
け
で
は
な
く
、
昼
ご
飯
や
朝
ご
飯
で

と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

山
下　

無
償
の
愛
を
何
に
捧
げ
る
か
、
が
、
問
わ
れ

て
き
ま
す
ね
（
笑
）。
日
本
社
会
全
体
の
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
治
部
さ
ん
が
ア
メ
リ
カ
で
の
研
究

を
も
と
に
書
か
れ
た
『
稼
ぐ
妻
・
育
て
る
夫
』
は
、
日

本
人
に
と
っ
て
も
有
益
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

治
部　

会
社
の
留
学
休
暇
制
度
を
利

用
し
、
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
渡
米
し
た
わ
け

で
す
が
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
さ
ま

ざ
ま
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
女
性
た

ち
は
高
学
歴
で
キ
ャ
リ
ア
を
持
ち
、
夫
婦
で
戦
略
的
に
役
割

分
担
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
夫
た
ち
も
堂
々
と
、「
僕
よ
り

彼
女
の
ほ
う
が
稼
げ
る
か
ら
」「
子
ど
も
を
ち
ゃ
ん
と
育
て

た
い
か
ら
」
と
語
っ
て
い
る
。
オ
ー
プ
ン
に
喋
っ
て
く
れ
る

こ
と
に
正
直
驚
き
ま
し
た
。

山
下　

ア
メ
リ
カ
の
男
性
が
積
極
的
に
家
事
・
育

児
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
80
年
代
後

半
か
ら
の
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
り
中
産
階
級
の

男
性
の
経
済
力
が
低
下
し
て
、
妻
た
ち
が
働
か
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
事
情
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

記
者
時
代
に

フ
ル
ブ
ラ
イ
ト・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、

米
国
留
学
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日
本
で
も
90
年
代
以
降
、
同
じ
よ
う
な
状
況
が
起
き
て
い

る
。
そ
の
一
方
、
男
性
の
育
児
休
業
の
取
得
率
は
ま
だ
ま

だ
低
い
し
、
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
の
環
境
や
制
度
も
と

て
も
十
分
と
は
い
え
ま
せ
ん
ね
。

治
部　

以
前
、
雑
誌
で
調
査
し
た
と
き
、
女
性
が
働
き
や

す
い
会
社
は
、
男
性
の
育
児
休
業

取
得
率
が
高
い
と
い
う
結
果
が
出

ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
人
男
性
が
家

事
・
育
児
に
参
加
で
き
る
の
は
、
雇

用
主
と
交
渉
で
き
、
い
ろ
い
ろ
な

制
度
を
利
用
で
き
る
か
ら
で
も
あ

る
ん
で
す
。
雇
用
の
流
動
化
と
実
力
主
義
が
根
付
い
て
い
ま

す
か
ら
、
仕
事
が
で
き
る
人
は
会
社
を
辞
め
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
時
期
が
来
た
ら
再
度
役
割
分
担
し
て
職
を
得
る
こ
と

も
で
き
る
。
そ
う
い
う
チ
ョ
イ
ス
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。
女

性
の
働
き
方
を
考
え
る
こ
と
は
、
男
性
の
働
き
方
を
考
え
る

こ
と
と
等
し
い
と
思
い
ま
す
。

山
下　

秋
に
第
二
子
を
出
産
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
、
夫
君ギ

ミ
が
育
児
休
業
を
取
ら
れ
る
そ
う
で
す
ね
。

治
部　

は
い
。
夫
は
研
究
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ

ま
し
た
し
、
本
を
書
い
て
い
た
と
き
は
生
後
数
か
月
の
子
ど

も
を
育
て
な
が
ら
で
し
た
か
ら
、
も
う
無
理
か
も
し
れ
な
い

と
思
っ
た
と
き
「
家
事
は
ほ
か
の
人
で
も
で
き
る
け
ど
、
こ

の
本
は
ほ
か
の
人
に
は
書
け
な
い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と

が
支
え
に
な
り
ま
し
た
。
夫
の
サ
ポ
ー
ト
が
妻
の
キ
ャ
リ
ア

形
成
に
い
か
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
か
、
身
を
も
っ
て

実
感
し
ま
し
た
ね
。

山
下　

夫
の
サ
ポ
ー
ト
と
制

度
の
サ
ポ
ー
ト
、
両
方
が
ち
ゃ

ん
と
あ
る
こ
と
が
理
想
で
す

が
、
現
実
に
は
、
な
か
な
か
、

二
つ
が
揃
い
ま
せ
ん
ね
。

治
部　

保
育
園
に
関
し
て
は
本
当
に
必
要
と
す
る
人

の
た
め
の
保
育
園
が
な
い
こ
と
が
問
題
で
す
ね
。
ウ

チ
は
二
人
と
も
正
規
雇
用
で
す
か
ら
入
り
や
す
い
ん

で
す
が
、
た
と
え
ば
非
正
規
雇
用
の
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
だ
と
現
実
問
題
と
し
て
難
し
い
。
ま
た
「
０
歳

児
を
保
育
園
に
入
れ
る
な
ん
て
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
通

念
み
た
い
な
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
か
わ
い
そ
う
と
言
っ

た
瞬
間
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
お
か
し
く
な
る
。
歪
ん
で

し
ま
う
と
思
う
ん
で
す
。
現
状
で
は
公
立
の
保
育
園
は
「
福

祉
」
の
範
疇
で
す
が
、そ
ろ
そ
ろ
脱
却
し
て
も
い
い
と
思
う
。

子
ど
も
に
対
す
る
投
資
と
し
て
、
親
と
切
り
離
し
、
い
ろ
い

ろ
な
リ
ソ
ー
ス
を
投
入
す
る
と
い
っ
た
視
点
が
あ
っ
て
い

い
と
思
い
ま
す
。

山
下　
「
高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
コ
ス
ト
」
と
「
子
供
た
ち
へ

の
投
資
」
の
間
で
ど
う
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
く
の
か
、

こ
れ
か
ら
の
国
政
は
本
当
に
難
し
い
。
身
近
な
男
性
に
期

待
す
る
ほ
う
が
、
ず
っ
と
、
現
実
的
で
す
ね
（
笑
）。

一橋の女性たち

対 談 を 終 え て

「あなたの代わりは誰もいない」

　「家事はほかの人でもできるけど、この本はほかの人には
書けない」
　この台詞、どっかで聞いたことがあると思ったら、映画
『ヴィクトリア女王 世紀の愛』だった。アルバート公が女
王をかばって凶弾に倒れるクライマックス・シーンである。
「あなたの代わりは誰もいない」れんげ夫、やるなー。
　古めかしいヴィクトリア朝を舞台にした台詞が、現代の
女性の心を鷲掴みにできるのには、ちょっとしたトリック
がある。表面的には社会的に特別な存在だという意味なの
だが、根底に、中世から延々と続く、一人の女性に理不尽
なまでの愛と忠誠を誓うロマンスの定型をきっちり踏まえ
ているのだ。「社会にとってあなたは特別」を、「僕にとっ
てあなたは特別」がしっかりサポートしている。21世紀
の騎士道精神とでも申しましょうか。二重の意味での「あ
なたは特別」に、21世紀の女性たちは痺れるわけですね。
　そう、れんげさんは、特別である。
　過激な宗教団体への体当たり取材を行うような、「左」的
学生時代を送りながら、「右」本流の経済誌の記者になって
しまう。そして、オジサン社会の中で、とことん働く。そ
れまでは、「僕にとってあなたは特別」レベル、だったかも
しれない。しかし、れんげ女王は、経済誌で社会的なテー
マを取り上げてもらえるように、どんどん論点を磨いてい
くのである。これは、「社会にとってあなたは特別」レベル
だ。でも、実は、「僕にとってあなたは特別」、と言われ続
けた女性こそが社会の壁を突破できるのかもしれない。
　「あなたの代わりは誰もいない」というような人が、今
の日本の社会に求められているのはあまりにも明白だ。
「みんな一緒に」頑張る競争だけでは、新興大国の勃興す
る世界で疲弊するばかり。世界は、日本に、特別な何かを
求めているのだから。
　「あなたの代わりは誰もいない」とこっそりささやき続け
てきた男性たち、あなたにとっての特別な女性は、世界に
とっても特別かもしれませんよ。騎士道精神なんて照れく
さい、という向きには、江戸の風流はいかがでしょうか。

「手に取るな　やはり野に置け　蓮華草」　　（山下裕子）

夫
の
サ
ポ
ー
ト
が

妻
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
影
響
す
る
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方
さ
ん
は
、
も
と
も
と
日
本
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

　
「
私
は
い
わ
ゆ
る
文
学
青
年
で
し
た
。
中
学
時
代
に
先
生
に

何
度
も
作
文
を
褒
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
自
然
に
文
学
が
好
き

に
な
り
、
将
来
は
ラ
イ
タ
ー
、
物
書
き
に
な
り
た
い
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
世
界
中
の
文
学
を
読
ん
で

い
ま
し
た
が
、
と
り
わ
け
川
端
康
成
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を

取
っ
た
こ
と
に
強
い
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
後
に
受
賞
し
た

大
江
健
三
郎
と
違
っ
て
、
日
本
的
な
と
こ
ろ
が
評
価
さ
れ
て

受
賞
し
た
こ
と
に
関
心
を
持
っ
た
の
で
す
。
川
端
康
成
に
よ

っ
て
、
日
本
的
な
も
の
の
美
し
さ
が
世
界
に
認
め
ら
れ
た
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
留
学
し

た
理
由
の
半
分
は
親
近
感
で
す
ね
。
川
端
康
成
や
横
光
利
一

を
読
ん
で
、
東
洋
的
な
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

加
え
て
、
明
治
維
新
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
中

国
で
は
１
９
６
６
〜
１
９
７
６
年
の
文
化
大
革
命
後
か
ら
改

革
開
放
が
始
ま
り
、
１
９
８
０
年
代
に
は
近
代
化
に
向
け
て

舵
を
切
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
環
境
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
自
然
と
日
本
的
近
代
化
の
は
し
り
で
あ
る
明
治
維
新

に
関
心
を
持
っ
た
の
で
す
。
日
本
の
場
合
は
、
明
治
維
新
か

ら
現
在
ま
で
、
紆
余
曲
折
が
あ
り
な
が
ら
も
一
貫
し
て
近
代

化
を
進
め
て
成
長
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
可
能
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

抽
象
的
な
理
論
な
ど
で
は
な
く
、
社

第
2 回

中和情報センター  代表取締役社長

方 淳氏
社会学研究科博士課程

留学生活から生まれたビジネスモデル
──国際通信とエスニックメディアとの融合

「あなたも日本に来なさいよ」
半年ほど前に日本に留学していた中学時代の同級生の言葉が、
方淳さんの留学の決意を後押しした。1986年のことだった。
そのころ年間12人程度だった中国人留学生が、
方さんが留学した1987年春からだんだん増えてきた。
ちなみに、その年にＮＴＴが携帯電話サービスを開始している。
初期の留学生である方さんは、
苦労はあっても持ち前の前向きなバイタリティーで乗り切り、
今では企業経営者として日本で活躍している。

川
端
康
成
と
明
治
維
新
、

そ
し
て
自
由
へ
の
希
求
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会
そ
の
も
の
を
見
て
確
か
め
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
」

　

こ
れ
ま
で
本
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
抽
象
的
な
も
の
を
、

日
本
に
行
っ
て
自
分
の
目
で
見
て
確
か
め
る
こ
と
に
興
味
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
中
国
で
大
学
を
卒
業
し
、
就
職
し
ま
し
た
が
、
月
給
は

35
元
で
し
た
。
当
時
の
レ
ー
ト
で
日
本
円
に
換
算
す
る
と
５

０
０
円
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
の
仕
事
を
辞
め
て
、
借
金
を
し
て

訪
日
し
ま
し
た
。
自
由
な
社
会
へ
の
憧
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で

す
。『
自
分
で
何
か
を
や
っ
て
、
も
の
に
し
た
い
』
と
い
う

願
望
で
す
。
い
わ
ば
、
当
時
は
自
分
の
置
か
れ
て
い
た
環
境

が
窮
屈
だ
っ
た
た
め
に
、
半
分
は
日
本
へ
の
興
味
か
ら
で
し

た
が
、
半
分
は
中
国
か
ら
脱
出
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
芽
生

え
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
ら
ま
た

違
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
に

は
感
覚
的
に
ア
メ
リ
カ
は
合
わ
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

国
に
残
っ
た
大
学
の
同
級
生
の
な
か
に

は
上
海
市
長
に
な
っ
た
人
も
い
ま
す
し
、

共
産
党
の
幹
部
に
な
っ
た
人
も
い
ま
す

が
、
そ
う
し
た
世
界
は
自
分
に
は
ま
っ

た
く
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
何
よ

り
も
自
由
に
や
り
た
か
っ
た
。
そ
れ
に

は
日
本
留
学
が
手
っ
取
り
早
か
っ
た
の

で
す
」

　

そ
れ
ま
で
方
さ
ん
は
、
飛
行
機
に
乗
っ

た
こ
と
が
な
か
っ
た
。「
日
本
に
着
い
た

と
き
に
は
飛
行
機
酔
い
で
フ
ラ
フ
ラ
。
経

済
的
に
は
ど
う
に
か
な
る
と
楽
観
し
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
『
ど
う
な
る
の

か
な
？
』
と
本
当
に
不
安
を
感
じ
ま
し
た
」
と
笑
う
。

　

来
日
前
に
文
芸
評
論
な
ど
を
発
表
し
始
め
て
い
た
の
で
、

そ
の
と
き
に
は
ま
だ
、「
物
書
き
に
な
ろ
う
」「
何
か
書
き
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
小
説
か
散
文
か

は
別
に
し
て
、「
と
も
か
く
ペ
ン
で
生
計
を
立
て
た
い
」
と

思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

体
験
し
た
い
と
思
い
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
皿
洗
い
か
ら
始
ま
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
。

　
「
労
力
の
割
に
は
給
料
が
安
い
、
い
わ
ゆ
る
当
時
３
Ｋ
と

呼
ば
れ
て
い
た
仕
事
ば
か
り
を
体
験
し
ま
し
た
。
こ
う
し

た
裏
方
の
仕
事
を
通
じ
て
、
表
面
に
は
な
か
な
か
表
れ
な

い
日
本
の
庶
民
の
発
想
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
日

本
社
会
が
、
こ
う
し
た
裏
方
の
努
力
で
支
え
ら
れ
て
い
る

の
を
知
っ
た
の
は
、
大
き
な
成
果
と
い
え
ま
す
」

　
そ
の
こ
ろ
、
中
国
系
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア
の
嚆こ

う

矢し

で

あ
る
『
留
学
生
新
聞
』
は
草
創
期
で
、
創
刊
号
が
出
た
ば
か

り
だ
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
、「
こ
れ
な
ら
自
分
に
も
で
き
る

の
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
て
、方
さ
ん
は
編
集
部
を
訪
ね
た
。

創
刊
早
々
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
編
集
部
は
、
編
集
長
と

ス
タ
ッ
フ
３
名
の
小
さ
な
所
帯
だ
っ
た
。
人
材
不
足
で
困
っ

て
い
た
こ
の
編
集
部
で
、
２
号
目
か
ら
記
事
を
書
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
最
初
の
こ
ろ
は
、
自
分
が
見
た
日
本
の
感
想
の
よ
う
な

も
の
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
政
治
問
題
に
は
関
心

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
し
だ
い
に
社
会
問
題
に
つ
い
て

記
事
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
、

さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
体
験
し
、

『
留
学
生
新
聞
』の
記
者
に
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歌
舞
伎
町
の
実
態
、
チ
ャ
イ
ナ
・
マ
フ
ィ

ア
、
花
嫁
問
題
…
…
。
振
り
返
っ
て
み

れ
ば
１
９
８
７
〜
１
９
８
９
年
が
バ
ブ

ル
経
済
の
ピ
ー
ク
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
の
日
本
は
、

私
と
し
て
は
『
第
２
の
開
国
』
と
と
ら
え
て
い
た
ほ
ど
、
国

際
化
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
来
日
し
て
、
日
本
経

済
の
上
り
坂
を
自
分
の
目
で
見
て
、
そ
の
後
の
推
移
も
体
験

で
き
た
の
は
ラ
ッ
キ
ー
で
し
た
ね
」

　

留
学
生
の
視
点
で
日
本
経
済
や
社
会
の
姿
を
取
り
上
げ
た

『
留
学
生
新
聞
』
の
方
さ
ん
の
記
事
は
注
目
を
集
め
た
。

　

三
菱
銀
行
（
当
時
）
に
ス
ポ
ン

サ
ー
に
な
っ
て
も
ら
い
、
第
１
回

留
学
生
文
化
祭
を
開
い
た
。
そ
ん

な
こ
と
も
あ
っ
て
、『
朝
日
新
聞
』

の
「
ひ
と
」
欄
に
取
り
上
げ
ら
れ

た
り
も
し
た
。
１
９
８
９
年
か
ら

は
、
記
者
と
し
て
活
躍
す
る
か
た
わ
ら
東
京
大
学
大
学
院
に

研
究
生
と
し
て
通
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
東
京
大
学
は
私
に
は
少
し
窮
屈
な
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
。

研
究
姿
勢
が
強
く
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
で

す
。
た
と
え
ば
、
私
の
関
心
は
社
会
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を

体
験
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
研
究
室
で

文
献
や
資
料
を
分
析
す
る
こ
と
の
ほ
う
に
重
き
が
置
か
れ
て

い
た
の
で
す
。
日
本
の
社
会
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
来
日
し

た
私
は
、
１
０
０
％
純
粋
な
学
問
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
の
で
、
多
少
違
和
感
が
あ
り
ま
し
た
。

　

来
日
前
に
書
い
た
文
芸
評
論
が
中
国
の
有
名
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
来
日
し
て
い
た
あ
る
中
国
人
の
教
授

と
親
交
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
教
授
が
一
橋
大
学
の
木
山
英

雄
教
授
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
文
章

を
木
山
先
生
に
お
見
せ
し
た
の
で
す
。
す
る
と
、『
一
橋
大

学
を
受
け
て
み
な
さ
い
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一

定
の
評
価
を
し
て
い
た
だ
け
た
よ
う
で
す
。
こ
う
し
て
一
橋

大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
の
修
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
一
橋
大
学
を
選
択
し
た
こ
と

が
、
私
の
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
し
た
」

　

当
然
、『
留
学
生
新
聞
』
で
働
き
な
が
ら
の
入
学
で
あ
る
。

１
９
８
３
年
に
中
曽
根
内
閣
が
「
留
学
生
10
万
人
計
画
」
を

打
ち
出
し
た
。
当
時
、
日
本
は
先
進
国
の
な
か
で
も
極
端
に

留
学
生
受
け
入
れ
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
受
け

入
れ
留
学
生
数
を
フ
ラ
ン
ス
並
み
の
規
模
に
し
よ
う
と
い
う

計
画
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
１
９
８
８
〜
１
９
８
９
年
に
は

中
国
か
ら
年
間
２
万
〜
３
万
人
と
い
う
大
量
の
留
学
生
が
来

日
し
て
い
る
。
な
お
、
２
０
０
３
年
に
は
受
け
入
れ
留
学
生

は
10
万
９
５
０
８
人
と
な
り
10
万
人
を
突
破
し
て
い
る
。
そ

の
う
ち
７
万
人
以
上
が
中
国
か
ら
の
留
学
生
で
あ
る
。

　
「
急
激
に
中
国
人
留
学
生
が
増
え
、
生
活
習
慣
の
違
い
か

ら
、
留
学
生
と
日
本
社
会
と
の
間
に
は
、
大
き
な
摩
擦
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、『
留
学
生
新
聞
』
で
は
、
ア
パ
ー
ト

の
借
り
方
、
ゴ
ミ
の
出
し
方
、
生
活
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
、
騒

音
問
題
…
…
と
身
近
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
す
。
ま
た
、
日
本
人
の
習
慣
は
こ

う
だ
と
紹
介
す
る
延
長
線
上
で
、
そ
の
こ
ろ
起
き
て

い
た
中
国
人
関
係
の
事
件
も
追
い
か
け
ま
し
た
。
た

と
え
ば
当
時
、
大
量
の
密
航
者
が
来
て
問
題
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
日
本
の
全
国
紙
な
ど
マ
ス
コ
ミ
の
社

会
部
と
共
同
で
取
材
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
人
脈
が
広
が

り
ま
し
た
。
密
航
問
題
で
和
歌
山
県
に
取
材
に
行
っ
た
と
き

に
は
、『
朝
日
新
聞
』
の
記
者
と
関
西
支
社
で
打
ち
合
わ
せ

を
し
、
和
歌
山
支
局
の
記
者
と
一
緒
に
現
場
で
取
材
し
ま
し

た
。
こ
う
し
て
新
聞
に
書
い
た
記
事
は
、
中
国
人
も
興
味
を

持
っ
て
読
ん
で
く
れ
ま
し
た
」

　

そ
の
後
、
方
さ
ん
は
日
本
の
国
際
問
題
な
ど
を
フ
ォ
ロ
ー

し
て
い
た
。
す
る
と
方
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
社
会
問
題
の
研
究

者
が
来
る
よ
う
に
な
り
、
方
さ
ん
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
方
さ
ん
に
「
生
き
て
い
る
社
会
学
、と
い

う
学
問
を
や
っ
て
い
る
実
感
が
生
ま
れ
た
」
瞬
間
で
あ
る
。

　
ゼ
ミ
は
木
山
ゼ
ミ
。

　
「
木
山
先
生
の
学
問
は
、
文
献
的
な
レ
ベ
ル
、
あ
る
い
は

テ
キ
ス
ト
の
読
み
の
深
さ
、
鋭
さ
で
は
学
会
で
も
高
く
評
価

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
先
生
を
私
が
歌
舞
伎
町
に
ま
で
引
っ

張
り
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
生
は
、
学
問
以
前
に
文

学
は
、
生
の
人
間
の
学
問
で
あ
る
と
し
て
、『
人
間
と
し
て

の
基
本
的
な
セ
ン
ス
が
あ
る
』
と
、
私
の
研
究
ス
タ
イ
ル
を

評
価
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
気
持
ち
が
す
ご
く
楽

に
な
り
ま
し
た
。
先
生
の
寛
容
さ
に
は
、
今
で
も
深
く
感
謝

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
学
問
的
に
は
高
島
善
哉
先
生
の
直
弟
子
の
渡
辺
雅

男
先
生
も
、
き
ち
ん
と
し
た
学
問
を
継
承
し
て
い
な
が
ら
発

想
が
と
て
も
柔
軟
で
し
た
。
一
橋
大
学
は
自
分
に
合
っ
て
い

る
な
と
思
い
ま
し
た
」

一橋大学は自分に合っているなと思いました。

木
山
先
生
と
の
出
会
い
か
ら

一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
に
入
学

自
分
が
壁
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば

受
け
入
れ
ら
れ
る

生
き
て
い
る
社
会
学
を

実
地
に
学
ん
で
い
る
実
感
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大
学
院
に
も
日
本
社
会
に
も
、
ス
ム
ー
ズ
に
溶
け
込
ん
で

い
る
。
そ
の
理
由
は
、
方
さ
ん
の
持
っ
て
生
ま
れ
た
オ
ー
プ

ン
マ
イ
ン
ド
な
性
格
に
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
大
学
院
で
学
ぶ
人
の
半
分
は
学
者
に
な
り
ま
す
。
専
門

家
に
な
る
た
め
に
熱
心
に
勉
強
し
て
い
ま
す
。
そ
の
努
力
に

は
大
い
に
感
心
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
狭
い

と
も
い
え
ま
す
。
も
っ
と
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
、

視
野
を
広
げ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
学
問
自
体
の
国
際
化

も
進
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
視
野
を
広
げ

て
誰
も
や
っ
て
い
な
い
よ
う
な
学
問
を

や
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
は
よ
く
閉
鎖
的
な
社
会
だ
と
い

わ
れ
ま
す
が
、
私
は
そ
う
感
じ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
ず
大
切
な
の
は
、
自
分
が
壁
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
で

す
。
日
本
人
は
、
初
対
面
の
と
き
は
確
か
に
壁
を
つ
く
り
ま

す
が
、
打
ち
解
け
る
と
、
逆
に
壁
も
何
も
な
く
な
り
ま
す
。

そ
し
て
一
度
信
頼
さ
れ
る
と
ず
っ
と
そ
の
関
係
が
続
く
の
で

す
。
だ
か
ら
、
早
く
壁
を
取
り
払
え
る
よ
う
な
姿
勢
が
必
要

に
な
る
の
で
す
。
逆
に
、
中
国
人
や
欧
米
人
は
一
つ
の
壁
を

突
破
し
て
も
ま
た
別
の
壁
が
あ
る
と
い
っ
た
感
じ
で
、
日
本

人
以
上
に
慎
重
な
対
応
が
必
要
で
す
」

　

大
学
院
に
入
学
し
た
こ
ろ
、
留
学
生
会
館
が
完
成
し
た
。

入
寮
は
抽
選
だ
っ
た
が
、
方
さ
ん
は
そ
れ
に
当
た
っ
て
２
年

間
寮
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
45
平
方
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら

い
あ
る
部
屋
で
、
目
の
前
に
は
桜
が
咲
い
て
い
た
。

　
「
環
境
も
い
い
し
、
経
済
的
に
も
大
変
助
か
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
肝
心
の
ゼ
ミ
の
ほ
う
は
、
し
ば
ら
く
テ
ー
マ
が
見

つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
半
年
以
上
迷
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
木
山
先
生
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
王
国
維

と
い
う
中
国
の
大
学
者
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
彼
は
私
と

同
じ
浙
江
省
出
身
で
、
中
国
に
最
初
に
西
洋
哲
学
を
紹
介
し

た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
と
の
か
か
わ
り
も
深

く
、
若
い
こ
ろ
上
海
で
、
当
時
中
国
の
お
雇
い
教
師
だ
っ
た

藤
田
剣
峰
、
田
岡
嶺
雲
な
ど
に
師
事
。
日
本
語
と
英
語
、
哲

学
を
学
び
、
カ
ン
ト
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
な
ど
の
哲
学

を
翻
訳
し
な
が
ら
自
身
が
編
集
長
を
し
て
い
た

『
教
育
世
界
』
に
哲
学
論
文
を
発
表
し
ま
し
た
。

中
国
で
は
天
才
的
な
学
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
実
際
に
は
当
時
の
日
本
で
の
研
究
成

果
物
を
参
考
に
し
て
い
た
の
で
す
」

　

明
治
時
代
中
ご
ろ
の
日
本
は
、
ド
イ
ツ
文
化
の

流
入
に
シ
フ
ト
し
始
め
て
い
た
。
一
方
、
中
国
で
は
清
朝
が

体
制
維
持
の
た
め
ド
イ
ツ
を
研
究
し
始
め
て
い
た
。
日
本
の

学
問
的
な
仲
介
が
無
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、
王
国
維
が
天
才

と
評
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
実
際
に
は
、
西
洋
哲
学
は
日
本

を
経
て
中
国
へ
と
入
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
方
さ
ん
の
研
究

に
よ
り
文
献
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

修
士
論
文
は
、「
王
国
維
と
藤
田
剣
峰
」。
先
生
か
ら
は

「
こ
の
研
究
は
誰
も
や
っ
て
い
な
い
も
の
だ
か
ら
博
士
論
文

に
ま
と
め
た
ら
ど
う
だ
」
と
勧
め
て
い
た
だ
い
た
。

　
「
王
国
維
の
研
究
は
英
語
と
日
本
語
が
メ
イ
ン
で
す
が
、

博
士
論
文
を
書
く
に
は
ド
イ
ツ
語
も
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
だ
ま
だ
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
ね
。
経
営
者

を
辞
め
て
ド
イ
ツ
に
留
学
し
よ
う
か
、
と
思
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
」
と
笑
う
。

　

私
費
留
学
生
の
場
合
、
日
本
に
来
て
も
勉
強
が
で
き
ず

失
敗
し
て
い
る
人
も
大
勢
い
る
と
い
う
。
そ
の
多
く
は
生

活
が
成
り
立
た
ず
、
学
問
に
支
障
を
き
た
す
と
い
う
ケ
ー

ス
で
あ
る
。

　
「
私
の
場
合
は
、
三
菱
銀
行
（
当
時
）
の
奨
学
金
を
も
ら

い
、
留
学
生
会
館
に
入
り
、『
留
学
生
新
聞
』
の
記
者
と
し

て
給
料
を
も
ら
い
、
社
会
の
勉
強
を
し
、
学
問
を
や
る
…
…

と
例
外
的
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
高
校
１
年
生
の
娘
は
国
際
人
に
な
り
た
い
と
い
っ

て
カ
ナ
ダ
に
留
学
し
て
い
ま
す
が
、
高
校
２
年
生
の
息
子
は

保
守
的
で
今
の
日
本
人
の
学
生
の
よ
う
に
日
本
を
出
た
が

り
ま
せ
ん
。
海
外
に
行
く
こ
と
を
リ
ス
ク
だ
と
思
っ
て
い
る

よ
う
な
の
で
す
。
海
外
で
苦
労
し
て
何
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

の
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
頑
張
っ
て
勉
強
し
て
い
ま
す
の
で

成
績
は
い
い
の
で
す
が
、
か
え
っ
て
保
守
的
に
な
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　

私
は
、
ま
っ
た
く
逆
の
発
想
を
持
っ
て
い
ま
す
。
行
っ

て
ど
う
な
る
か
で
は
な
く
、
行
っ
て
と
に
か
く
何
か
を
や

っ
て
み
る
こ
と
が
面
白
い
の
で
す
。
失
敗
か
ら
学
ぶ
こ
と

も
多
い
の
で
す
。
ハ
イ
リ
ス
ク
だ
か
ら
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
が

あ
る
わ
け
で
、
最
初
か
ら
保
障
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
と

こ
ろ
で
は
ロ
ー
リ
タ
ー
ン
し
か
期
待
で
き
ま
せ
ん
」

　
『
留
学
生
新
聞
』
の
記
者
を
や
っ
て
い
る
間
、
国
際
通
信

会
社
が
同
紙
に
広
告
を
出
稿
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
当

時
、
中
国
語
の
新
聞
は
『
留
学
生
新
聞
』
し
か
な
か
っ
た
た

め
、
在
日
中
国
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
当
然
の
戦
略
と
も

い
え
る
。
こ
れ
が
、
方
さ
ん
が
後
に
事
業
を
お
こ
す
際
の
ヒ

ン
ト
に
な
っ
た
。

　
「『
留
学
生
新
聞
』
に
携
わ
っ
て
い
た
４
〜
５
年
の
間
に
、

『
中
文
導
報
』
が
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。
創
刊
し
て
か
ら
２
年

間
か
け
て
同
紙
は
定
期
購
読
者
を
３
０
０
名
ほ
ど
獲
得
し
て

海外へ行って、とにかく何かをやってみることが面白い。

よ
う
や
く
見
つ
け
た
研
究
テ
ー
マ
が

先
生
に
評
価
さ
れ
る

ハ
イ
リ
ス
ク
覚
悟
の
来
日
だ
っ
た
が

恵
ま
れ
た
環
境
が
待
っ
て
い
た

独
立
を
後
押
し
し
て
く
れ
た
言
葉

「
最
後
に
学
問
に
戻
っ
て
く
れ
ば
い
い
」
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い
ま
し
た
。
そ
の
後
私
は
、『
中
文
導
報
』
に
移
籍
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
２
年
ぐ
ら
い
記
者
を
や
る
う
ち
に
、
し
だ
い
に
『
自
分
で

も
何
か
を
や
り
た
い
』
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
こ
う
し
て
１
９
９
６
年
に
会
社
を
お
こ
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
も
と
も
と
、
大
き
な
組
織
で
働
く
気
は
な
く
、
自

分
で
何
か
を
や
り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
す
」

　

経
営
者
に
な
っ
た
方
さ
ん
だ
が
、
大
学
院
へ
の
未
練
を
捨

て
き
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。「
当
初
、
私
は
経
営
者
と

し
て
や
っ
て
い
け
る
自
信
が
あ
る
一
方
で
失
敗
す
る
こ
と
も
覚

悟
し
て
い
ま
し
た
。
失
敗
は
恐
れ
な
い
が
、
早
々
に
経
営
に

失
敗
し
た
ら
、
研
究
生
活
に
戻
り
た
い
と
も
考
え
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
安
易
な
逃
げ
道
で
は
な
く
、
学
問
は
自
分
の
人

生
の
最
終
決
戦
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
結
局
、
会
社
経

営
が
順
調
に
い
っ
た
こ
と
で
、
学
問
へ
の
道
は
ど
ん
ど
ん
遠
ざ

か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
学
問
へ
の
未
練
は
あ
り
ま
す
が
、
今

は
、
日
本
の
社
会
か
ら
試
さ
れ
て
い
る
と
き
で
す
。
し
ば
ら

く
は
、
こ
の
時
間
を
楽
し
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

奨
学
金
を
も
ら
っ
て
い
た
三
菱
銀
行
（
当
時
）
に
は
、
恩

返
し
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
口
座
を
開
設
。
や

が
て
融
資
取
引
も
始
ま
っ
た
。

　

会
社
を
お
こ
し
た
と
き
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
、
通
信

と
メ
デ
ィ
ア
の
融
合
で
あ
る
。
国
際
通
信
と
エ
ス
ニ
ッ
ク

メ
デ
ィ
ア
を
結
び
つ
け
て
、
顧
客
の
便
宜
を
は
か
ろ
う
と

い
う
発
想
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
体
験
が
活
か
さ
れ
て
い

る
。
国
際
通
信
会
社
の
代
理
店
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
大

手
通
信
会
社
の
本
部
長
が
一
橋
大
学
出
身
者
で
、
良
好
な

関
係
が
続
い
て
い
る
。

　
「
在
日
中
国
人
は
増
え
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
80
万
〜

90
万
人
の
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
国
際
通
信
の
市
場

と
し
て
は
か
な
り
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
い
え
ま
す
。
会
社
は

自
然
に
大
き
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
通
信
料

金
の
下
落
が
甚
だ
し
い
。
設
立
当
初
に
は
中
国
へ
の
通
話

が
１
分
間
１
０
０
０
円
程
度
だ
っ
た
の
が
、
現
在
で
は
何

と
３
円
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
か
つ
て
と
は

逆
に
、
会
社
の
収
益
は
自
然
に
縮
小
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
は
次
の
一
手
を
構
想
中
で
す
」

　

日
本
社
会
全
体
が
縮
小
傾
向
に
あ
る
が
、
方
さ
ん
に

悲
壮
感
は
な
い
。
何
に
で
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
、
そ

ん
な
方
さ
ん
の
生
き
方
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
に
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

◆
方  

淳（
ほ
う
・
じ
ゅ
ん
）

上
海
出
身
。
浙
江
省
寧
波
が
故
郷
。

華
東
師
範
大
学
卒
業
。

学
問
も
人
生
の
一
部
と
考
え
て
い
る
。

１
９
８
７
年
、25
歳
で
来
日
。

1
年
半
、
日
本
語
学
校
で
学
ぶ
。

１
９
８
９
年
４
月
東
京
大
学
大
学
院
で
研
究
生
。

１
９
９
１
年
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
入
学
。

１
９
９
４
年
博
士
課
程
。

１
９
９
６
年
株
式
会
社
中
和
情
報
セ
ン
タ
ー
設
立
。

２
０
０
２
年
単
位
取
得
退
学
。

一
橋
大
学
に
は
11
年
間
在
学
し
た
。

大学院生とビジネスを掛け持ち。
事業は最盛期を迎えていた1999年当時。

長男、長女とともに。
一橋の学生時代に、妻と長男を連れて浙江省寧波に帰郷。
祖父母とともに。

順
風
満
帆
か
ら
逆
風
に

こ
れ
か
ら
が
本
領
発
揮
の
と
き
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　RUSHの魅力をまとめると、複雑な変拍子とメロディーのあるドラムス、そして3人編成らしからぬ
厚みのある音です。
　通常、曲中に拍子が変わると不自然なノリになってしまうのですが、RUSHの場合、曲中に何回も
拍子が変わるにもかかわらず、自然なメロディーを聴かせてくれます。ドラムスのNeil Peartは自分
を取り囲むようにセッティングされた膨大なドラムセットのすべてを使い分け、音程があるかのような
ドラムソロを演奏し、ベース・ヴォーカルのGeddy Leeは、難しいフレーズを弾きながら歌い、足で
はシンセサイザー・ペダルを操作するという離れ業、ギターのAlex Lifesonは特徴的な分散コードと
エフェクトによって音の厚みを増すのに貢献しています。ポップなメロディーと、こうした演奏の技術
の高さに裏打ちされた小技、ウィットに富んだ歌詞が、何度聴いても飽きないRUSHの魅力です。
　例えば、1980年発売の"The Spirit of Radio"は、ラジオ向けに短い曲を書くように求められた
メンバーがラジオの商業主義を皮肉る曲なのですが、歌詞の最後がSimon and Garfunkelの某有
名曲の引喩であるのに気づいた時にはうれしくなりました。

　実は、今回RUSHを紹介したのにはわけがあります。84年に1回来日して以来、一度も日本でライ
ヴをやっていないのです。理由はいろいろあるようですが、世界における評価の高さに比べ、日本での
それが著しく低いのが一因のようです。
　DVDやインターネットでライヴの映像を見ることはできるのですが、やはり直接、間近で見てみた
いという思いが強いです。再来日の可能性は高くないようですが、興味をもたれた読者の方、CDを買っ
て日本に呼びましょう。

　ハードロックやへヴィーメタルを聴き始めて20年になります。一般的には、『ヘビメタ』
という、若干の蔑みを含んだ略称と、髪の毛を長く伸ばした男たちが金切り声をあげてい
るようなイメージで語られることが多いジャンルです（それも間違ってはいないのですが）。
しかし長い間いろいろと聴いていますと、バンドの出身国や世代による曲調の違い、演奏
技術やヴォーカルに対するアプローチ、歌詞の世界観など様々で、ひとくくりに『ヘビメタ』と片付け
られない程の幅の広さと深みのあるジャンルだと思っています。
　ここでは、これまで20年間飽きずに聴き続けているカナダのバンド、RUSHを紹介します。

　RUSHは1974年にデビューし現在も活動を続けるバンドで、ベース・ヴォーカルとギター、ドラム
スの3人編成のバンドです。音楽的には、イギリスのプログレッシヴ・ロックの影響を受けたハードロッ
クですが、シンセサイザーを大胆に使ったり、レゲエやオルタナティヴ・ロックの要素を取り入れたり
して、時代により変化を続けています。
　私が初めてRUSHに触れたのは中学1年の時でした。バンドをやっていた従兄から借りたCDの中
に、『Exit...Stage Left』（邦題『ラッシュ・ライヴ～神話大全』）がありました。このアルバムの1曲
目、"The Spirit of Radio"を聴いた時から、RUSHのファンになっていました。一橋の学部時代
には、サークルの仲間と何曲もコピーをしました。

商学研究科講師

上原  渉

RU SH
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厚みのあるサウンド、ウィットに富んだ歌詞

世界では評価されているのに…

時代とともに変化し続ける、カナディアンハードロックバンド「RUSH」



　ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の藤川太さんは、
元大手自動車会社のエンジニア。1997年の地球温暖化防
止京都会議に際しては、自社が出展する環境自動車の開発
を担った秀才です。その彼が「日本の家計を元気にする！」
と転身・独立して14年、現在はテレビ・新聞等にも引っ張
りだこの人気ＦＰとして大活躍しています。そんな藤川さ
んに出会ったのは私が30代半ばだった８年前。私自身、
安定した銀行での勤務から外資系運用会社の株式アナリス
トに転じて数年が経ち「自分と家族の家計は自分で守る」
という意識がようやく芽生え始めた頃でした。当時加入し
ていた生命保険証書を手に「保険の見直し」をお願いして
以来のご縁が続き、今では保険や家計の
みならず人生設計や会社経営においても
最も信頼する相談相手としておつきあい
いただいています。
　10年にわたり１万3000件を超える家計
を診断してきた藤川さんが、その経験を
踏まえて著したのが『家計株式会社化の
ススメ』です。やり手のビジネスマンと
して会社では厳しく数字を管理している
のに「家計」となるとまるで無頓着、収
入は人並み以上のはずなのにお金が貯ま
らない、というサラリーマンに対して、
具体的な事例と対策を示しながら「家計を会社に例えて
考えよう」とススメています。主な論点を以下にまとめ
てみます。

　経済環境が厳しい中で「普通の生活ができれば、それで
いい」と考える人が増えている。ところが人口減少を背景
とした、下りエスカレーターを昇っているような時代に
あっては、親の世代が実現してきた「普通の生活」を望む
ことさえ贅沢になってきた。1965～97年は１桁台であっ
た貯蓄ゼロ世帯の割合は、今や20％を超えている。意外
にも、最もリスクが高いのは、実は年収800万～1500万円
程度の「中途半端な小金持ち」層だ。年収1000万円以上
なのに消費者金融の常連という人も少なくない。これまで
当然視されてきた４つの選択肢、すなわち「専業主婦」「車」
「持ち家」「教育」についてさえ取捨選択が必要な時代に
入っている。立派な家、外車、子女の教育は私立で、とい
う生活が当たり前という意識になると、例えば800万円の
収入が1500万円になっても少しも生活が楽にならない。

加えて、ここ１～２年はこうした所得層の年収が100万円
単位でカットされることも珍しくない。

　では、どうするか。手始めに、自分の名字に「株式会社」
をつけてみよう。その家計株式会社の経営者であるあなた
は、積極的に経営改善を進めて厳しい環境を乗り切ってい
く必要がある。「企業理念」は家族の夢であり「経営方針」
はライフプランと考えると理解しやすい。多くの家計では
収入が減ると食費・被服費、お父さんのこづかいといった
やりくり費（つまり変動費）を削るが、それではモチベー

ションが下がってしまう。貯めるのが上
手な家庭は、まず固定費を削る。見栄っ
張り、断れない、先送りする、比較検討
しない、といった社長が経営する家計は
固定費の塊となり貧乏神が住み着いてし
まう。財産を増やしたいのなら、まず「き
ちんと働く」（すなわち本業で安定的に稼
ぐ）こと、そしておカネの流れをコント
ロール出来るようになることが大切だ。
家計をしっかり経営しおカネが貯まれば、
好きな人生を自分で自在に選択し、充実
した生活を送ることが出来るのだから。

　いかがでしょうか。「家計＝企業」「あなた＝経営者」
というアナロジーは「貯金が増えなくて…」と悩んでい
るヒトにとってはもちろんのこと、私のライフワークで
ある「企業分析」の分野でも通用するような、多くの示唆
を与えてくれます。有名ＦＰという著者の肩書きに「ナイ
ショのボロ儲け話」を期待す
る向きには全くお奨めできま
せんが、平易な文章で書かれ
た内容は説得力も十分です。
家計改善の初心者には、ライ
フプランシートや企業財務比
率を応用した家計分析指標
などのツールも役立ちます。
「Captains of Industryたるも
のCaptains of Householdた
れ」との思いを込めてご紹介
する一冊です。

国際企業戦略研究科
特任准教授

山岡三四郎

『家計株式会社化のススメ』
藤川  太／著　講談社刊
定価：880円（税込）
2011年5月20日発行

Captains of Industryたるもの
Captains of Householdたれ

「中途半端な小金持ち家庭」が危ない

家計改善の考え方は、企業分析にも通用する

名字の下に株式会社をつけ、経営改善に努める
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在学生の保護者・在学生

卒業生のご家族・一般の方

本学役職員

企業・法人等

2名（100,000円）

6名（51,826,499円）

22名（1,410,000円）

15団体（55,881,000円）

鈴木良一　　様
諏訪義熙　　様
関口修道　　様
副田伸也　　様
曽我辺美保子　様
曽田　拓　　様
平良雄大　　様
高桑　泉　　様
髙橋知史　　様
高柳繁雄　　様
竹内敏男　　様
竹脇　量　　様
田代未知子　様
辰島　剛　　様
伊達貫一郎　様
立石信義　　様
田中　章　　様
田中　清　　様
田中潤一　　様
田中　弘　　様
田中富士雄　様
田辺　淳　　様
谷川昌隆　　様
溜箭俊之　　様
千葉義道　　様
對木隆英　　様
塚本文一　　様
月岡　昌　　様
柘植達人　　様
辻田美也子　様
津田樹己　　様
土田常武　　様
土屋祐一　　様
鶴巻　暁　　様
寺畑正英　　様
土井徳秋　　様
常盤潤一郎　様
戸塚雄幸　　様
永井　豪　　様
中川淳一　　様
中川博英　　様
長久保純子　様
長沢洋一　　様
中島常之　　様
仲野恒恭　　様
中野祐嗣　　様
中村謹三　　様
中村　克　　様
中村洋一郎　様
中村佳央　　様
中山絵理香　様
南雲和利　　様
梨本忠彦　　様

並木　浩　　様
成田　達　　様
成田　亨　　様
西岡　健　　様
西村　翔　　様
根崎修一　　様
納土祥滋　　様
能谷　充　　様
野村覚藏　　様
萩　禎　　　様
橋本哲次　　様
橋本剛昌　　様
畑野祐一　　様
花田一憲　　様
濱田榮朗　　様
濱田　浩　　様
浜館郷一　　様
林　治一　　様
樋口　晃　　様
平賀茂孝　　様
平原重利　　様
平松　喬　　様
福島　勀　　様
福田潤弥　　様
福田達夫　　様
藤井敬久　　様
藤田一裕　　様
藤村高繁　　様
藤本真一　　様
藤本　隆　　様
藤森克己　　様
二木太三　　様
星崎功明　　様
堀江宏朗　　様
前垣　博　　様
蒔田正人　　様
増田　修　　様
松浦侃次　　様
松田直治　　様
松田好生　　様
丸山直行　　様
三浦伸夫　　様
三浦　元　　様
水口源彦　　様
水野隆喜　　様
宮川守久　　様
宮崎五三夫　様
宮崎敬三　　様
宮本史明　　様
村尾　斉　　様
村上周郎　　様
村田哲久　　様
室　慎一　　様

黒田昌義　　様
桑原隆人　　様
桑山修平　　様
幸地通夫　　様
小金井一憲　様
小榑和男　　様
小島　繁　　様
小鷹狩正視　様
小塚正巳　　様
小寺孝一　　様
古寺淳二　　様
小西慶和　　様
小林　晃　　様
小林信介　　様
小林民夫　　様
小松卓人　　様
斎藤英秋　　様
西藤浩之　　様
齋藤　信　　様
齋藤　操　　様
佐伯慎一　　様
早乙女立雄　様
坂口卓夫　　様
坂田保之　　様
笹森健太郎　様
笹森利彦　　様
佐藤　明　　様
佐藤一郎　　様
佐藤　建　　様
佐藤政雄　　様
澤田恭明　　様
重見庸典　　様
篠崎拓也　　様
柴田正純　　様
柴本泰宏　　様
渋武忠輔　　様
島崎　誠　　様
下出憲一　　様
下島文明　　様
下村恭司　　様
荘　雅行　　様
庄司政義　　様
白井敏昭　　様
神保金之助　様
末延幸辰　　様
杉森　務　　様
杉山　靖　　様
鈴木喜一郎　様
鈴木哲夫　　様
鈴木憲章　　様
鈴木数馬・
　　麻由美　様
鈴木亮一　　様

紅葉山健策　様
森　滋史　　様
森田　稔　　様
矢澤愼也　　様
安田孝一　　様
柳澤　裕　　様
柳原英樹　　様
山内繁勝　　様
山川未来夫　様
山口英資　　様
山口　榮　　様
山口仁史　　様
山口正光　　様
山崎真也　　様
山下訓正　　様
山田敬一　　様
山田壮夫　　様
山田高章　　様
山田英夫　　様
山中啓史　　様
山本逸哉　　様
山本　繁　　様
夕田謙二　　様
湯川久義　　様
湯原育文　　様
吉國眞一　　様
吉崎英輔　　様
吉田國治　　様
吉田幸夫　　様
吉田　渉　　様
吉野　昇　　様
米倉喜一郎　様
若色福治　　様
若林昭夫　　様
和田元春　　様
渡辺一史　　様
渡辺浩司　　様
渡邉静雄　　様
渡辺淳平　　様
渡邊佐男　　様
渡邊　徹　　様
綿辺文紹　　様
和地秀一　　様
10月クラブ　道草会　　　　　　　様
昭和44年卒　6クラス　　　　　　 様
蝗会　村松祐次ゼミナール　　　　様
中津川輝夫・如水コンサート企画　様
他51名

Campus Information

江藤恭充　　様
八木　彰　　様

故小林　輝之助　令夫人　アヤ子　様
福田　新・道雄　　　　　　　　　様
古川教行　　　　　　　　　　　　様
Ezra F. Vogel　　　　　　　　　　様
澤江梢子　　　　　　　　　　　　様
本田孝雄　　　　　　　　　　　　様

株式会社イーター　　　　　　　　　　　様
インフォレストマーケティング株式会社　様
オリオン書房　　　　　　　　　　　　　様
株式会社カメイホールディングス　　　　様
KDDI株式会社　　　　　　　　　　　　様
株式会社ジニアス　　　　　　　　　　　様
社団法人如水会　　　　　　　　　　　　様
ゼネラルエンジニアリング株式会社　　　様
株式会社セレモアつくば　　　　　　　　様
株式会社ダイヤモンド・ビッグ＆リード　様
立飛企業株式会社　　　　　　　　　　　様
株式会社パラダイス・カフェ　　　　　　様
株式会社ビーフェイスクリエイティブ　　様
他２団体
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　卒業生、在学生の保護者・ご家族の方をはじめと
した皆様からご寄付をいただき、2011年８月末現在
で、総額約42億9,000万円（入金済分）に達しまし
た（うち２億円は、創立125周年記念募金より繰り入
れ）。この場をお借りし、皆様のご協力に厚く御礼
申し上げます。
　ご寄付をいただきました方々へ感謝の意を込め、
ここにご芳名を掲載させていただきます。
　今号では、2011年６月１日から2011年８月末日ま
での間にご入金を確認させていただいた方を公表
させていただきます。公開不可の方、本学役職員
につきましては掲載しておりません。また、ご寄付
者で万が一お名前がもれている場合につきまして
は、誠に恐縮でございますが、基金事務局までご
連絡ください。
　ご寄付をいただいた方すべての皆様を「一橋大学
基金寄付者芳名録」に記し、一橋大学の歴史に末
永く留めさせていただきます。また、30万円以上（法
人100万円以上）のご寄付に関
しましては、ご芳名を本館設置
の「一橋大学基金寄付者銘板」
に記させていただきます。
　なお、募金目標額は100億円
となっております。皆様の一層
のご支援を賜りたくお願い申し
上げます。

●お手紙・ファックスまたはお電話で、ご住所とお
名前をお知らせください。基金事務局より、ご案内、
寄付申込書および払込用紙をお送りいたします。
●一橋大学基金ホームページより、クレジットカー
ドによるお申し込みも受け付けております。トップ
ページ上方の「ご寄付のお申込み」メニューからお
進みください。
一橋大学基金ホームページ
http://www.kikin.ad.hit-u.ac.jp/

　一橋大学基金では（社）如水会と連携し、如水会
会員証カードによる継続ご寄付の受け付けをしてお
ります。
　お申し込みいただきますと、如水会会員証カード
から定期的に自動払い込みにてご寄付を頂戴するこ
ととなり、お振込の手間を省くことができます。
　また、ご寄付の回数は、年１回（２月または８月）
と年２回（２月および８月）よりお選びいただけます。
如水会会員証カードをお持ちの卒業生の方はぜひご
検討ください。
　詳しくは、ホームページをご参照いただくか、下
記までお問い合せください。

［ご寄付者ご芳名］※五十音順に掲載させていただきます。
卒業生

一橋大学基金へのご協力、
心より御礼申し上げます。

ご寄付のお申し込みについて

如水会会員証カードを
お持ちの卒業生の皆様へ
継続ご寄付のご案内

［お問い合せ先］
一橋大学基金事務局
〒186-8601　東京都国立市中2-1
TEL：042-580-8888
FAX：042-580-8889
E-mail：gen-kj.g@dm.hit-u.ac.jp

378名・4団体（31,734,525円）
ご寄付金額（累計）

100万円以上 50万円未満  50万円以上
100万円未満

13名 358名・4団体7名

池田　墾　　様
和泉信一　　様
伊藤進一郎　様
宇田川有里　様
江藤洋一　　様
太田　穰・
　　　順子　様
奥村一郎　　様
桶舎富士子　様
近藤慶信　　様
齊藤昭男　　様
春山槇兒　　様
平野雅昭　　様
山﨑彰人　　様

相川光弘　　様
青木幸一　　様
青木　均　　様
靑木義郎　　様
青柳茂夫　　様
赤穂隆文　　様
秋宗勝彦　　様
秋元俊彦　　様
浅井　晶　　様
阿部賢輔　　様
阿部周造　　様
阿部昭吾　　様
阿部祐一　　様
網倉久永　　様
新井　昭　　様
新井慶司　　様
有浦　洋　　様
安藤　進　　様
庵木孝公　　様
飯塚清彦　　様
家垣道夫　　様
池田　透　　様
井桁昭博　　様
池宮　毅　　様
石井勝博　　様
石澤　修　　様
石沢達也　　様
石田晨人　　様
石田政明　　様
石原良三　　様
磯野喜生　　様
市村昭三　　様
伊藤憲一　　様
伊藤哲也　　様
伊藤雄太郎　様
稲垣直斗　　様
稲葉　博　　様
稲葉　誠　　様
井原次郎　　様
今尾健吾　　様
今村　卓　　様
植田　紘　　様
上野嘉蔵　　様
宇佐見衛　　様
宇都宮史　　様
梅田　清　　様
江川俊夫　　様
江島広人　　様
江藤洋司　　様
榎本武由　　様
円城寺貢　　様
遠藤和夫　　様
及川芳夫　　様

大内功吉　　様
大隈　暉　　様
大島康弘　　様
太田順司　　様
太田真治　　様
太田直樹　　様
大竹　洋　　様
大森　憲　　様
大森啓作　　様
緒方基一　　様
岡野内良男　様
岡原慎一　　様
岡本健二　　様
岡本真哉　　様
岡本聖紀　　様
小川秀彦　　様
奥野雄二　　様
奥原純子　　様
桶谷秀昭　　様
長田　健　　様
小沼恒雄　　様
小野裕二　　様
柿田智行　　様
片山恒雄　　様
片山敏夫　　様
勝木忠正　　様
門脇日出男　様
金木慶太　　様
兼松勝弘　　様
上村　寛　　様
河合秀直　　様
加輪上浩之　様
川口　卓　　様
川田　隆　　様
河辺善太郎　様
川村洋二　　様
寒竹　章　　様
上林哲也　　様
菊島正雄　　様
菊地政夫　　様
菊原啓行　　様
来嶋慎也　　様
木戸　昇　　様
木村勘二　　様
木村文雄　　様
久木田正樹　様
久保敬三　　様
久保東彦　　様
熊田泰也　　様
栗原啓一　　様
黒川和子　　様
黒田竜史　　様
黒田信忠　　様

河井征治　　様
仙波英躬　　様
髙尾雄彦　　様
外池　徹　　様
中村敬太郎　様
中森　徹　　様
他１名

銘板色
【ブロンズ】
個人：30万円以上
法人：100万円以上
【シルバー】
個人：100万円以上
法人：500万円以上
【ホワイトゴールド】
個人：500万円以上
法人：1,000万円以上
【ゴールド】
個人：1,000万円以上
法人：5,000万円以上
【プラチナ】
個人：3,000万円以上
法人：1億円以上
（金額は累計）
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　附属図書館では、本学のさまざまな所蔵資料を公開することを目的として、平成13（2001）
年に公開展示室を開設しました。以来、常設展示にて本学の歴史や所蔵資料を紹介すると
ともに、毎年11月の一橋祭の時期に企画展示を開催しています。
　本年度の附属図書館企画展示は「読書のかたち：読む行為と空間」と題し、西洋における
読書の歴史を振り返ります。読書の歴史をさかのぼると、手にするのが本でなく巻物であっ
たり、書かれている文字が活字でなく手書きであったり、ひとり静かに行う読書でなく声に
出して周囲と共有する読書であったりと、現在の読書と異なる点が多くあります。本展示は、
図書・パネル・映像・読書スペースを通じ、現在の読書習慣から離れて過去の読書を追体
験していただく試みです。期間中には講演会の開催を予定しています。
　日時・会場等は下記のとおりです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

期間：平成23年11月1日（火）～11月15日（火）
　　　※11月3日（木・祝）、12日（土）、13日（日）は閉室
入場：9：30～16：30（閉室17：00）※入場無料
会場：附属図書館 公開展示室（国立西キャンパス 時計台棟1階）

講師：長谷川輝夫（元上智大学教授）
演題：「近世フランスにおける読書の歴史」
日時：平成23年11月8日（火）14：30～16：00
会場：附属図書館 研修セミナールーム（国立西キャンパス 時計台棟1階）
　　　※入場無料、事前申し込み不要

【展示】

【講演】

なお、内容・日時等に変更が生じる場合がありますが、その他詳細と併せ、
附属図書館のウェブサイト（http://www.lib.hit-u.ac.jp/pr/tenji/）にて随時ご案内申し上げます。
お問い合わせ先：学術情報課 学術・企画主担当
（E-mail：kikaku@www.lib.hit-u.ac.jp　Tel：042-580-8252  Fax：042-580-8232）

Campus Information

平成23年度一橋大学附属図書館企画展示のお知らせ

平成23年度一橋大学附属図書館企画展示
「読書のかたち：読む行為と空間」
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「エゴをエコに。」をテーマとし、
ローマ字表記「EGO」を示す
照明の「G」の字の一部を消す
ことで「EGO」が「ECO」と
なる、という表現によって、エ
ゴイズムで電力を浪費するので
はなく、節電を心がけ、エコに
努めることを呼びかけている。

一橋大学広報誌「HQ」

〈編集・発行〉
一橋大学HQ編集部

〈編集部長〉
副学長（財務、社会連携、企画・評価、情報化担当） 小川英治

〈編集長〉
言語社会研究科教授　　　　　　　　　　　　　　坂井洋史

〈編集部員〉
商学研究科准教授　　　　　　　　　　　　　　　松井　剛
経済学研究科教授　　　　　　　　　　　　　　　水岡不二雄
法学研究科教授　　　　　　　　　　　　　　　　王　雲海
社会学研究科教授　　　　　　　　　　　　　　　阪西紀子
国際企業戦略研究科准教授　　　　　　　　　　　大上慎吾
経済研究所教授　　　　　　　　　　　　　　　　青木玲子

〈外部編集部員〉
有限会社イプダワークス　　　　　　　　　　　　吉田清純

〈印刷・製本〉
株式会社石田大成社

〈お問い合せ先〉
一橋大学企画・広報室広報担当
〒186-8601　東京都国立市中2-1
Tel：042-580-8032　Fax：042-580-8016
http://www.hit-u.ac.jp/
koho1284@dm.hit-u.ac.jp

※ご意見をお寄せください。
一橋大学企画・広報室広報担当
koho1284@dm.hit-u.ac.jp

※本誌掲載の文章・記事・写真等の無断転載はお断りします。

●広告掲載お問い合せ先
　一橋大学企画・広報室広報担当
　TEL：042-580-8032

編 集 部 か ら

　地方での集中講義の最終日、突然腰痛に襲われた。
それ以前から左下肢の感覚が妙で、足の接地部分は無
感覚に近いので、さては２年前の旧病が再発したかと、
暗澹たる気分になった。その後色々と検査して、再発
説は否定されたようだが、その際の医師の言い分。手
術したとはいえ、感染の原因になった菌を完全に除去
できたわけではない、僅かでも残っていれば、疲労や
ストレスを原因とする免疫力の低下を機に、再び増殖
しないとも限らない、手術後の体は別の体なので、体
質の変化にはよくよく注意しなければならない云々。
前回この欄を担当した時、免疫力向上のために漢方薬
を服用していると書いたが、喉元過ぎれば熱さ忘れる
の喩え通り、１年程で放り出してしまった。慣性に麻
痺することなく、潜伏している危機に敏く想像力を巡
らせ、日頃から備えを怠らないことが一番ということら
しい……何やら震災の教訓のような話である。（不生）

　今夏は、先の東日本大震災の影響による電力不足を受け、本学
も昼間の電気使用量15％削減を目標に、節電に取り組みました。
　これまでも、省エネルギーに取り組んできましたが、大幅な節
電を効率的・効果的に実施するためには、教職員だけでなく学生
の英知と行動が必要不可欠であるため、本学学生の省エネ・節電
に対する意識の向上と、節電対策が充実するよう、節電アイデア
やポスター・標語を募集しました。その結果、31件の応募があり、
以下の受賞者が決定しました。
　本学は、受賞作品をはじめとする学生のアイデアを活用しなが
ら、これからもさらなる節電に取り組んでまいります。

【最優秀賞】
「小平国際学生宿舎節電プロジェクト」
　商学部２年　サディノヴ・オリムジョン
【優秀賞】
「節電ウオッチャー制度」
　商学部２年　鈴木亮治

【最優秀賞】
「エゴをエコに。」
　商学部４年　　松石　悠
　社会学部４年　寿栄松顕人
　商学部４年　　田貝雅和
【優秀賞】
「GET HEALTHY → SAVE ENERGY」
　社会学部３年　清水恵介

小川英治　理事・副学長（エネルギー管理統括者）
山内弘隆　商学研究科教授
柴田　大　財務部施設課長

審査員

　法科大学院修了者を対象とした平成23年司法試験（新司法試
験）の合格者が９月８日（木）、法務省から発表されました。
　本学法科大学院修了者142人（昨年138人）がこの試験に挑み、
うち82人（昨年69人）が合格しました。本学の合格率は57.7％（昨
年50.0％）で、全国の法科大学院のなかでトップとなりました。
合格者数、合格率ともに、昨年を上回る結果となりました。
　なお、今回の試験全体の合格者数は2,063人、合格率は23.5％
でした。

節電アイデア部門

ポスター・標語部門

57

節電アイデア・コンテストを
実施しました

一橋大学法科大学院が、
平成23年司法試験合格率で
４回目の全国トップとなりました
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ベートーヴェン「コリオラン」序曲 op.62
L.V. Beethoven Coriolan Overture, op.62

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18
S. Rachmaninov : Concerto For Piano And Orchestra No.2 C minor, op.18

ブラームス 交響曲第2番 ニ長調 op.73
J. Brahms Symphony No.2 in D major, op.73

一橋大学兼松講堂レジデントオーケストラ

国立シンフォニカー
第３回定期演奏会

開催日：2011年12月10日（土）

プレイガイド

販売窓口

■チケットぴあ　0570-02-9999　
■電子チケットぴあ　http://t.pia.jp/（Ｐコード：140-666）
■国立市内の取扱店　●洋菓子・喫茶「白十字」南口店　042-572-0416
　　　　　　　　　　●国立楽器  国立店　042-573-1111  http://www.kunitachi-gakki.co.jp/

03-3443-1524（10：00～ 20：00／月曜定休）高輪プリンツヒェンガルテン内  国立シンフォニカー事務局
※事務局へお申込みの方は、下記口座までお申込み日より1週間以内にチケット代金をお振り込みください。

三菱東京UFJ銀行  三田支店（店番  653）（普）0028127  名義：社団法人  国立シンフォニカー
※手数料はご負担ください。ご入金確認次第、チケットを郵送致します。（メール便）

《指揮》
宮城敬雄

場所：一橋大学兼松講堂
料金（税込）：プレミア席 6,500円／S席 4,500円／ A席 3,000円／B席 2,000円
主催：社団法人  国立シンフォニカー
後援：一橋大学、社団法人  如水会、国立市、
　　　国立市教育委員会

協賛：株式会社大塚家具、オリオン書房、株式会社セレモアつくば、
　　　立飛企業株式会社、高輪プリンツヒェンガルテン
協力：一橋大学管弦楽団

前売販売中

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。開演 14：00〔開場 13：15〕

《ピアノ》
ケマル・ゲキチ
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