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便
は
一
七
日
と
な
り
︑
初
め
て
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

滞
在
は
期
せ
ず
し
て
四
日
間
延
び
る
こ
と
に

な
っ
た
︵
そ
の
間
︑
大
学
の
授
業
は
休
講
し
︑

翌
週
の
補
講
と
な
っ
た
た
め
︑
学
生
の
皆
さ
ん

に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が

︙
︶︒
ち
な
み
に
写
真
１
は
︑
ス
タ
デ
ィ
ー
・

ツ
ア
ー
で
私
と
は
別
の
コ
ー
ス
に
参
加
し
て
い

た
知
人
の
朱
琳
氏
︵
東
北
大
学
准
教
授
︶
が
︑

火
山
湖
で
あ
る
タ
ー
ル
湖
の
外
輪
山
の
高
台
か

ら
湖
を
眺
め
て
い
た
時
︑
噴
火
の
瞬
間
に
偶
然

立
ち
会
っ
て
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
︒
氏
の
話

で
は
︑
そ
こ
か
ら
宿
泊
先
の
ホ
テ
ル
が
あ
る
モ

ン
テ
ィ
ン
ル
パ
市
ア
ラ
バ
ン
地
区
ま
で
バ
ス
で

戻
る
際
は
︑
噴
火
か
ら
逃
れ
る
車
列
で
大
渋
滞

だ
っ
た
と
い
う
︒

初
め
て
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
い
う
こ
と
も
あ

り
︑
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
参
加
以
外
に
も
︑

歴
史
に
関
わ
る
場
所
を
可
能
な
限
り
見
て
お
き

た
い
と
思
い
︑
主
催
者
が
手
配
し
た
一
日
だ
け

の
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
︵
マ
ニ
ラ
歴
史
地
区

コ
ー
ス
︶
に
も
参
加
し
た
︒
同
コ
ー
ス
で
は
︑

①
リ
サ
ー
ル
公
園
︑
②
サ
ン
チ
ャ
ゴ
要
塞
︑
③

マ
ニ
ラ
大
聖
堂
︑
④
カ
ー
サ
・
マ
ニ
ラ
博
物

館
︑
⑤
国
立
博
物
館
な
ど
を
回
り
︑
ス
ペ
イ
ン

統
治
時
代
か
ら
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
マ
ニ
ラ
の
歴

史
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
と
な
っ

た
︒
た
だ
︑
歴
史
︑
特
に
中
国
史
を
専
門
と
す

る
私
と
し
て
は
︑
こ
の
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー

で
見
学
す
る
場
所
以
外
に
も
見
た
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
し
︑
団
体
で
回
る
よ
り
も
︑
自
分
の
興

味
関
心
に
従
っ
て
︑
心
の
趣
く
ま
ま
に
見
て
回

り
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
︒

本
来
で
あ
れ
ば
こ
の
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー

以
外
に
マ
ニ
ラ
の
史
跡
を
見
学
す
る
機
会
は
な

か
っ
た
が
︑
火
山
噴
火
で
し
ば
ら
く
帰
国
で
き

な
く
な
っ
た
こ
と
で
︑
期
せ
ず
し
て
ス
タ

デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
以
外
に
自
由
に
見
て
回
れ
る

チ
ャ
ン
ス
を
得
た
︒
火
山
噴
火
も
落
ち
着
き
︑

数
十
キ
ロ
離
れ
た
マ
ニ
ラ
市
内
に
は
直
接
影
響

が
な
い
模
様
と
な
っ
た
の
で
︑
一
四
日
に
マ
ニ

ラ
市
内
の
史
跡
や
博
物
館
を
改
め
て
見
て
回
る

こ
と
に
し
た
︒
そ
の
時
に
回
っ
た
の
は
︑
⑥
国

立
人
類
学
博
物
館
︑
⑦
マ
ニ
ラ
城
壁
︑
⑧
菲
華

歴
史
博
物
館︵
バ
ハ
イ
・
チ
ノ
イ
︶︑
⑨
チ
ャ
イ

ナ
・
タ
ウ
ン
︵
中
華
街
︶
で
あ
る
︒

２　

ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー

ま
ず
は
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
で
回
っ
た
①

~
⑤
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
が
︑
こ
れ
ら
は

大
体
ど
の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
も
解
説
が
あ

る
の
で
︑
こ
こ
で
は
簡
単
な
紹
介
に
と
ど
め
た

１　

滞
在
延
長
と
な
っ
た

　
　

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
旅

ま
も
な
く
Ｗ
Ｈ
Ｏ︵
世
界
保
健
機
関
︶に
よ
っ

てCO
V

ID
-19

と
命
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
中
国
の
武
漢
で
広
が
り

始
め
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
初
め
て
聞
い

た
の
は
︑
二
〇
二
〇
年
一
月
一
〇
日
ご
ろ
︑

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ホ
テ
ル
で
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た

時
だ
っ
た
︒
中
国
の
近
現
代
史
を
専
門
と
し
て

い
る
私
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
訪
れ
た
の
は
こ
の
時

が
初
め
て
で
︑
渥
美
国
際
交
流
財
団
が
設
立
し

た
Ｓ
Ｇ
Ｒ
Ａ
︵
関
口
グ
ロ
ー
バ
ル
研
究
会
︶
が

主
催
す
る
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹁
日
本
・
中
国
・

韓
国
に
お
け
る
国
史
た
ち
の
対
話
の
可
能
性
﹂

︵
会
場
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
学
ロ
ス
バ
ニ
ョ
ス
校
︶

に
︑
招
待
討
論
者
と
し
て
出
席
す
る
た
め
の
訪

問
だ
っ
た
︒

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
内
容
は
Ｓ
Ｇ
Ｒ
Ａ
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
超
の
講
演

録
︵﹃﹁
東
ア
ジ
ア
﹂
の
誕
生
︱
︱
一
九
世
紀
に
お
け

る
国
際
秩
序
の
転
換
﹄︶
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

る
の
で
︑
ご
興
味
が
あ
れ
ば
そ
ち
ら
を
ご
覧
い

た
だ
き
︑
今
回
は
そ
れ
と
は
別
に
︑
初
め
て
訪

れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
︑
特
に
マ
ニ
ラ
で
の
私
な
り

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
一
端
を
︑
写
真
と
と

も
に
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
︵
写
真
は
特

記
す
る
以
外
︑
す
べ
て
筆
者
が
撮
影
し
た
も
の

で
あ
る
︶︒
な
お
︑
ふ
だ
ん
は
文
献
史
料
を
中

心
に
歴
史
研
究
を
行
っ
て
い
る
た
め
︑
い
わ
ば

素
人
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
見
聞
録
と
し
て

お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

こ
の
時
の
滞
在
日
程
は
も
と
も
と
一
月
八
~

一
三
日
で
︑
九
~
一
一
日
に
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
出
席
し
︑
一
二
日
に
行
わ
れ
る
マ
ニ
ラ
歴
史

地
区
の
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
に
一
日
参
加
し

て
︑
翌
日
に
は
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
︒
と
こ
ろ
が
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
が
行
わ

れ
て
い
た
一
二
日
の
午
後
三
時
前
︵
日
本
と
の

時
差
は
マ
イ
ナ
ス
一
時
間
︶︑
首
都
マ
ニ
ラ
の

南
約
七
〇
キ
ロ
に
あ
る
タ
ー
ル
火
山
が
噴
火

し
︑
火
山
灰
の
影
響
で
翌
日
の
帰
国
便
が
欠
航

と
な
り
︑
代
替
便
の
確
保
も
難
し
く
︑
し
ば
ら

く
帰
国
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

結
局
︑
主
催
団
体
が
手
配
し
て
く
れ
た
代
替

 中国史研究者の
フィリピン・マニラ見聞録
青 山  治 世
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写真1：タール火山噴火の瞬間（朱琳氏撮影）
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リ
カ
と
の
戦
い
や
交
渉
に
﹁
失
敗
﹂
し
た
点
も

ふ
ま
え
︑
そ
の
歴
史
的
な
評
価
が
分
か
れ
て
い

る
た
め
だ
ろ
う
︒

リ
サ
ー
ル
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
東
側
に
は
︑

北
側
と
南
側
の
通
り
沿
い
に
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
革

命
・
独
立
運
動
に
関
わ
っ
た
人
々
の
胸
像
が
立

ち
並
ん
で
い
た
︵
写
真
５
︶︒
た
だ
私
が
行
っ
た

時
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
像
が
誰
な
の
か
ま
っ
た

く
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
す
べ
て
の
胸
像
に
名
前

が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
︒
胸
像
の
台

座
に
は
名
前
と
説
明
が
示
さ
れ
た
銅
板
が
付
い

て
い
た
は
ず
だ
が
︑
す
べ
て
外
さ
れ
て
い
た
︒

﹁
目
指
せ
︑
世
界
一
周
を
日
常
に
！ 

世
界
４
０

か
国
旅
行
者
の
現
地
滞
在
記
﹂
と
い
う
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
は
︑
リ
サ
ー
ル
公
園
を
訪
れ
た
旅
行

者
に
よ
る
写
真
と
記
事
︵
二
〇
一
七
年
一
月
投

稿
︑
二
〇
二
一
年
一
一
月
閲
覧
︶
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
︑
そ
こ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
同
じ

胸
像
の
台
座
に
は
銅
板
が
付
い
て
い
る
様
子
が

確
認
で
き
る
︒
単
な
る
銅
板
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

に
た
ま
た
ま
遭
遇
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

フ
ィ
リ
ピ
ン
革
命
・
独
立
運
動
に
関
わ
っ
た
人

い
︒

①
リ
サ
ー
ル
公
園

一
九
世
紀
末
に
活
躍
し
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地

当
局
に
処
刑
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
運
動
の

指
導
者
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル︵Jose Rizal

一
八
六

一
~
九
六
︶
を
記
念
し
た
公
園
で
︑
首
都
マ
ニ

ラ
の
中
央
に
位
置
し
︑
そ
の
中
心
に
は
衛
兵
が

守
る
リ
サ
ー
ル
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
建
っ
て
い

る
︒
写
真
２
は
東
向
き
に
撮
っ
た
も
の
だ
が
︑

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
左
側
の
道
を
少
し
進
ん
だ
北

側
に
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
の
処
刑
地
が
あ
る
︒
リ

サ
ー
ル
公
園
自
体
は
出
入
り
自
由
の
開
放
的
な

空
間
だ
が
︑
リ
サ
ー
ル
の
処
刑
地
は
写
真
３
の

よ
う
に
壁
と
樹
木
で
閉
ざ
さ
れ
︑
外
か
ら
中
の

様
子
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
ず
︑
二
〇
ペ
ソ

︵
約
四
五
円
︶を
入
口
で
払
っ
て
入
場
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
︒

壁
の
向
こ
う
に
入
る
と
︑
リ
サ
ー
ル
処
刑
の

場
面
が
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
再
現
さ
れ
て
い
た
︵
写

真
４
︶︒
像
の
大
き
さ
は
等
身
大
よ
り
一
・
三

倍
く
ら
い
大
き
い
︒
リ
サ
ー
ル
の
背
中
に
は
銃

弾
に
よ
っ
て
服
に
空
い
た
数
カ
所
の
穴
ま
で
リ

ア
ル
に
再
現
さ
れ
て
い
た
︒
息
を
飲
む
よ
う
な

厳
か
な
空
間
で
あ
る
︒
処
刑
地
を
囲
む
よ
う

に
︑
リ
サ
ー
ル
の
生
い
立
ち
か
ら
言
論
活
動
︑

処
刑
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
い
く
つ
も
の
場
面

が
︑
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
再
現
さ
れ
て
い
た
︒
特
に

場
面
ご
と
の
解
説
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た

が
︑
き
っ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
小
中
学
校
の
子
ど

も
た
ち
や
一
般
の
見
学
者
が
こ
こ
を
訪
れ
た
際

に
︑
こ
れ
ら
の
像
を
見
な
が
ら
教
師
や
旅
行
ガ

イ
ド
の
解
説
を
聞
く
の
だ
ろ
う
︒

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
こ
の
よ
う
に
ホ
セ
・
リ

サ
ー
ル
を
英
雄
と
し
て
各
地
で
顕
彰
し
て
い
る

が
︑
日
本
の
世
界
史
教
科
書
に
も
登
場
す
る
︑

同
時
期
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
運
動
の
も
う
一
人

の
指
導
者
ア
ギ
ナ
ル
ド︵Em

ilio Aguinaldo y 
Fam

y

一
八
六
九
~
一
九
六
四
︶の
フ
ィ
リ
ピ
ン

で
の
露
出
度
が
き
わ
め
て
小
さ
い
の
は
︑
日
本

人
に
は
意
外
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
は

悲
劇
的
な
死
に
よ
っ
て
﹁
英
雄
﹂
と
な
っ
た
リ

サ
ー
ル
と
比
べ
て
︑
ス
ペ
イ
ン
に
代
わ
っ
て

フ
ィ
リ
ピ
ン
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ア
メ

写真2：リサール・モニュメント（リサール公園）写真3：ホセ・リサール処刑地の入口写真4：リサールの処刑の様子がブロンズ像で再現されている

写真5：リサール公園に立ち並ぶフィリピン革命・独立運動に関わった人々の胸像（なぜか名前と説明の銅板が外されていた）
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き
な
か
っ
た
︵
後
日
︑
後
述
す
る
自
由
散
策
で

リ
ベ
ン
ジ
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
︙
︶︒

イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
の
中
で
も
有
数
の
観
光
地

が
︑
そ
の
北
端
に
突
き
出
す
よ
う
に
築
か
れ
た

サ
ン
チ
ャ
ゴ
要
塞
で
あ
る
︵
写
真
７
︶︒
イ
ン
ト

ラ
ム
ロ
ス
の
北
側
を
流
れ
る
パ
シ
ッ
グ
川
の
河

口
に
面
し
︑
マ
ニ
ラ
防
衛
の
戦
略
上
の
要
と
も

い
え
る
要
塞
で
あ
る
︒
こ
の
要
塞
の
一
角
に
︑

処
刑
さ
れ
る
ま
で
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
は
拘
束
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︵
写
真
８
︶︑
リ
サ
ー
ル
記

念
館
も
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
旧
市

街
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
最
も
有
名
な
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
︑
マ
ニ
ラ
大
聖
堂
が
あ
る
︵
写
真
９
︶︒

ス
ペ
イ
ン
の
マ
ニ
ラ
統
治
の
開
始
と
ほ
ぼ
同
時

に
建
設
さ
れ
︑
増
改
築
︑
地
震
に
よ
る
倒
壊
︑

再
建
を
繰
り
返
し
て
き
た
︒
一
九
世
紀
後
半
に

再
建
さ
れ
た
聖
堂
は
︑
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
日

米
の
戦
闘
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
︑
戦
後
︑
現
在

の
大
聖
堂
が
再
建
さ
れ
た
︒
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ

ア
ー
で
訪
れ
た
日
は
ち
ょ
う
ど
日
曜
だ
っ
た
た

め
︑
ミ
サ
が
行
わ
れ
て
い
た
︒

物
た
ち
の
評
価
に
つ
い
て
は
︑
現
在
の
政
治
と

も
結
び
つ
い
た
複
雑
な
状
況
も
存
在
す
る
の
だ

ろ
う
と
想
像
す
る
が
︑
そ
れ
以
上
の
調
査
は
し

て
い
な
い
︒

リ
サ
ー
ル
公
園
の
東
側
に
あ
る
ア
グ
リ

フ
ィ
ナ
・
サ
ー
ク
ル
と
よ
ば
れ
る
エ
リ
ア
に

は
︑
一
六
世
紀
に
世
界
一
周
の
途
上
に
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
マ
ク
タ
ン
島
に
侵
入
し
た
マ
ゼ
ラ
ン

︵Ferdinand M
agellan 

一
四
八
〇
~
一
五
二

一
︶
を
討
ち
取
っ
た
ラ
プ
ラ
プ
︵Lapu-Lapu

︶

の
ひ
と
き
わ
大
き
な
像
が
立
っ
て
い
る
︵
写
真

６
︶︒
た
だ
こ
ち
ら
も
遠
く
か
ら
見
か
け
た
時

は
ラ
プ
ラ
プ
と
は
気
づ
か
な
か
っ
た
︒
像
か
ら

半
径
二
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
囲
む

よ
う
に
警
戒
線
が
張
ら
れ
て
近
づ
け
な
か
っ
た

か
ら
だ
︒
像
の
前
に
は
名
前
や
功
績
が
書
か
れ

た
石
碑
が
あ
る
が
︑
警
戒
線
の
外
か
ら
は
文
字

を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
︒
姿
形
や
扱
わ
れ
方

か
ら
見
て
ラ
プ
ラ
プ
だ
ろ
う
と
は
思
っ
た
が
︑

写
真
を
撮
り
左
下
の
石
碑
部
分
の
画
像
を
手
元

で
拡
大
し
て
︑
よ
う
や
く
ラ
プ
ラ
プ
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
︵
そ
の
後
︑
旅
行
ガ
イ
ド
で
も

確
認
し
た
︶︒
こ
ち
ら
も
警
戒
線
が
張
ら
れ
て

い
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
何
か
歴
史
評

価
を
め
ぐ
る
軋
轢
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︙

②
サ
ン
チ
ャ
ゴ
要
塞
、
③
マ
ニ
ラ
大
聖
堂

ス
ペ
イ
ン
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
植
民
地
支
配
し

た
の
は
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
末
の
一

八
九
八
年
ま
で
の
こ
と
で
︑
三
〇
〇
年
以
上
に

わ
た
る
︒
現
在
で
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
︑
特
に
ス
ペ

イ
ン
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
の
拠
点
だ
っ
た
マ
ニ

ラ
に
は
︑
ス
ペ
イ
ン
時
代
の
多
く
の
建
物
や
史

跡
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
多
く
は
︑
イ
ン
ト

ラ
ム
ロ
ス
︵Intram

uros

﹁
壁
の
内
側
﹂
と
い

う
意
味
︶
と
よ
ば
れ
る
ス
ペ
イ
ン
が
築
い
た
マ

ニ
ラ
の
旧
城
塞
都
市
の
中
に
あ
る
︒
先
ほ
ど
の

リ
サ
ー
ル
公
園
か
ら
北
に
数
百
メ
ー
ト
ル
歩
く

と
︑
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
の
南
側
の
城
壁
が
見
え

る
︒
一
六
世
紀
後
半
に
築
か
れ
た
旧
市
街
を
囲

む
全
長
四
・
五
キ
ロ
の
城
壁
は
︑
今
も
ほ
ぼ
そ

の
全
容
を
と
ど
め
て
い
る
︒
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ

ア
ー
の
時
は
︑
バ
ス
の
中
か
ら
そ
の
城
壁
を
わ

ず
か
に
見
た
だ
け
で
︑
近
く
で
見
る
こ
と
は
で

写真7：サンチャゴ要塞と筆者

写真9　上・左：マニラ大聖堂

写真6：アグリフィナ・サークルに立つラプラプ像（周囲に警戒
線が張られ近づけなかった）

写真8：サンチャゴ要塞の一角にホセ・リサールは処刑されるまで拘束されてい
た。ここでもその場面が再現されている。

ESSAY　中国史研究者のフィリピン・マニラ見聞録
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ESSAY　ヒンドゥー教徒の結婚式

南
部
の
地
理
に
詳
し
い
人
な
ら
︑﹁
大
埔
﹂
で
気

が
付
く
か
も
し
れ
な
い
︒
大
埔
と
は
︑
現
在
は

広
東
省
梅
州
市
に
属
す
る
大
埔
県
の
こ
と
で

︵
梅
州
市
に
編
入
さ
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
︑

明
・
清
時
代
は
広
東
省
大
埔
県
︶︑
そ
こ
ま
で

わ
か
れ
ば
︑﹁
湖
寮
﹂
と
は
大
埔
県
の
中
の
湖
寮

鎮
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
う
す
る
と
︑﹁
扶

西
陳
﹂
は
名
前
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
以
上
の
こ
と

は
不
明
だ
が
︑
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
の
現
在
の
漢

字
表
記
は
﹁
扶
西
・
黎
刹
﹂
な
の
で
︑
あ
る
い

は
﹁
扶
西
﹂
は
ホ
セ
︵Jose

︶
か
も
し
れ
な
い
︒

陳
が
姓
な
の
は
間
違
い
な
い
の
で
︑
つ
ま
り

︵
先
祖
ま
た
は
本
人
が
︶広
東
省
大
埔
県
出
身
の

華
人
︵
中
国
系
︶
の
﹁
扶
西
・
陳
﹂
の
邸
宅
が

こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︵
石
だ
け

運
ば
れ
て
石
畳
に
再
利
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ

る
が
︙
︶︒
こ
れ
に
つ
い
て
何
か
情
報
が
あ
れ

ば
︑
ぜ
ひ
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
︒

カ
ー
サ
・
マ
ニ
ラ
博
物
館
を
後
に
し
て
次
に

向
か
っ
た
の
が
国
立
博
物
館
︵N

ational 
M

useum

︶
で
︑
こ
こ
が
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ

ア
ー
最
後
の
見
学
場
所
だ
っ
た
︒
そ
の
名
の
と

お
り
フ
ィ
リ
ピ
ン
随
一
の
博
物
館
で
︑
旅
行
ガ

イ
ド
に
も
充
実
し
た
展
示
の
す
ば
ら
し
さ
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
と
お
り
︑
絵
画
作
品
な
ど
は
歴

史
的
な
も
の
も
含
め
て
目
を
見
張
る
展
示
内
容

だ
と
い
え
よ
う
︵
な
か
に
は
︑
日
本
軍
に
よ
っ

て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
市
民
が
虐
殺
・
暴
行
さ
れ
る

絵
画
も
展
示
さ
れ
て
い
た
︶︒
た
だ
︑
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
歴
史
を
体
系
的
に
見
学
し
よ
う
と
す
る

場
合
︑
芸
術
作
品
の
展
示
が
中
心
の
こ
の
博
物

館
で
は
︑
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
︒
そ
れ
は
︑
日
本
に
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使

館
観
光
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
こ
の
博
物
館
の
日
本
語
名
称
が
﹁
国
立
美
術

博
物
館
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

だ
ろ
う
︒
国
立
博
物
館
に
到
着
し
て
二
時
間
ほ

ど
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
︑
同
行
者
の
一
人
の
歴

史
研
究
者
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
︑
歴
史
を
見

る
な
ら
近
く
の
国
立
人
類
学
博
物
館
︵N

ational 

M
useum

 of Anthropology 

写
真
12
︶
に
行
く
べ

き
だ
と
言
い
出
し
た
こ
と
か
ら
︑
そ
の
人
た
ち

と
連
れ
だ
っ
て
︑
そ
ち
ら
の
博
物
館
に
向
か
っ

た
が
︑
帰
り
の
集
合
時
間
ま
で
残
り
四
五
分
を

切
っ
て
お
り
︑
結
局
︑
駆
け
足
で
ざ
っ
と
見
る

だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
の
時
点
で
は

翌
朝
帰
国
の
途
に
就
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の

で
︑
最
後
に
後
悔
を
残
す
こ
と
に
な
る
は
ず

④
カ
ー
サ
・
マ
ニ
ラ
博
物
館
、
⑤
国
立
博
物
館

マ
ニ
ラ
大
聖
堂
か
ら
南
に
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
に
カ
ー
サ
・
マ
ニ
ラ
博
物

館
が
あ
る
︵
写
真
10
︶︒
こ
こ
は
ス
ペ
イ
ン
統
治

時
代
の
特
権
階
級
の
ス
ペ
イ
ン
風
邸
宅
を
そ
の

ま
ま
利
用
し
た
博
物
館
で
あ
り
︑
家
具
や
調
度

品
も
含
め
て
︑
植
民
地
時
代
の
特
権
階
級
の
暮

ら
し
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
も

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
ほ
ぼ
必

ず
出
て
く
る
の
で
︑
博
物
館
自
体
の
紹
介
は
こ

の
程
度
に
す
る
が
︑
あ
ま
り
人
々
が
気
に
留
め

な
い
で
あ
ろ
う
も
の
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た

い
︵
中
国
人
観
光
客
の
目
に
は
留
ま
る
か
も
し

れ
な
い
が
︙
︶︒
そ
れ
が
写
真
11
の
文
字
が
刻

ま
れ
た
﹁
石
﹂
で
あ
る
︒
き
れ
い
な
楷
書
体
の

漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
日
本
人
で
も
ほ

ぼ
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
︒﹁
大
埔
□
扶
西
陳
□
湖

寮
﹂︵
□
は
欠
け
て
い
る
部
分
︶
と
刻
ま
れ
て
い

る
︒こ

の
石
は
︑
カ
ー
サ
・
マ
ニ
ラ
博
物
館
が
あ

る
一
角
の
西
側
の
出
口
を
出
た
と
こ
ろ
の
足
元

に
あ
る
石
畳
の
一
つ
で
あ
る
︒
出
口
の
と
こ
ろ

か
ら
湾
曲
し
て
溝
が
掘
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ

は
お
そ
ら
く
排
水
の
た
め
に
後
か
ら
掘
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
︒
ち
ょ
う
ど
こ
の
溝
が
掘
ら

れ
た
せ
い
で
右
下
部
分
が
欠
け
て
し
ま
い
︑
お

そ
ら
く
二
文
字
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
中
国

写真10：カーサ・マニラ博物館

写真11：「大埔□扶西陳□湖寮」と刻まれた石畳の石（カーサ・マニラ博物館がある一角の西側出口
付近）

写真12：国立人類学博物館（フィリピンの歴史・民俗に興味・関心がある人は必見）
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過
し
た
北
東
部
分
で
は
︑
城
壁
の
上
を
歩
く
こ

と
も
で
き
た
︵
写
真
14
右
︶︒
ま
さ
に
街
自
体
が

博
物
館
と
い
っ
た
様
子
で
︑
歴
史
を
五
感
で
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
験
だ
っ
た
︒

⑧
菲
華
歴
史
博
物
館（
バ
ハ
イ
・
チ
ノ
イ
）、
⑨

チ
ャ
イ
ナ
・
タ
ウ
ン
（
中
華
街
）

午
後
に
訪
れ
た
の
は
菲
華
歴
史
博
物
館
︵
バ

ハ
イ
・
チ
ノ
イ Bahay Tsinoy

︶
と
チ
ャ
イ

ナ
・
タ
ウ
ン
︵
中
華
街
︶
で
あ
る
︒
中
国
史
が

専
門
の
私
と
し
て
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
華
人
︵
中

国
系
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
︶
に
関
わ
る
と
こ
ろ
も
ぜ

ひ
見
て
お
き
た
か
っ
た
が
︑
滞
在
延
長
で
期
せ

ず
し
て
叶
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

菲
華
歴
史
博
物
館
︵
写
真
15
︶
は
フ
ィ
リ
ピ
ン

華
僑
・
華
人
の
歴
史
に
つ
い
て
見
学
で
き
る
施

設
で
︑
国
立
・
公
立
の
博
物
館
で
は
な
く
︑
華

人
組
織
の
華
裔
文
化
伝
統
セ
ン
タ
ー
︵Kaisa 

H
eritage Center

︶
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い

る
︒
つ
ま
り
︑
華
人
た
ち
の
視
点
や
主
張
︑
思

い
が
如
実
に
表
れ
た
博
物
館
で
あ
る
点
を
ふ
ま

え
て
見
学
す
る
必
要
が
あ
る
︒

訪
れ
る
前
は
ワ
ン
・
フ
ロ
ア
程
度
の
展
示
施

設
か
と
思
っ
て
い
た
が
︑
写
真
の
建
物
全
体
が

ほ
ぼ
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
立
派
な
も
の
だ
っ

た
︒
華
人
た
ち
が
自
前
で
こ
れ
ほ
ど
の
博
物
館

を
開
設
し
て
い
る
の
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
公
的

な
﹁
歴
史
﹂
の
中
に
華
人
た
ち
︵
自
分
た
ち
の

先
祖
︶
の
存
在
が
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
た
め

に
︑
自
分
た
ち
で
そ
れ
を
示
し
た
い
︑
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
た
め
だ

だ
っ
た
︒

３　

自
由
散
策

と
こ
ろ
が
前
述
の
と
お
り
︑
タ
ー
ル
火
山
の

噴
火
に
よ
り
帰
国
が
延
期
に
な
っ
た
こ
と
で
︑

マ
ニ
ラ
市
内
を
一
日
中
﹁
自
由
散
策
﹂
す
る
機

会
が
訪
れ
た
︒

⑥
国
立
人
類
学
博
物
館
、
⑦
マ
ニ
ラ
城
壁

自
由
散
策
日
と
な
っ
た
一
四
日
午
前
に
︑
同

じ
く
帰
国
で
き
な
か
っ
た
数
人
の
歴
史
研
究
者

た
ち
と
ま
ず
向
か
っ
た
の
が
︑
ス
タ
デ
ィ
ー
・

ツ
ア
ー
で
は
わ
ず
か
な
時
間
し
か
見
ら
れ
ず
悔

い
を
残
し
て
い
た
国
立
人
類
学
博
物
館
だ
っ

た
︒
い
わ
ば
リ
ベ
ン
ジ
で
あ
る
︒
日
本
で
は

﹁
人
類
学
﹂と
い
え
ば
︑
人
類
の
生
物
学
的
特
性

を
研
究
対
象
と
す
る
自
然
人
類
学
︵biological 

anthropology 

形
質
人
類
学
︹physical 

anthropology

︺
と
も
い
い
︑
理
系
学
部
に
属

す
の
が
一
般
的
︶
を
指
す
こ
と
が
多
い
が
︑
欧

米
のanthropology

︵
人
類
学
︶
は
︑﹁
自
然
人

類
学
・
形
質
人
類
学
﹂
と
﹁
文
化
人
類
学

︵cultural anthropology

︶・
社
会
人
類
学

︵social anthropology

︶﹂の
双
方
を
含
む
の
が

一
般
的
で
︑
同
館
の
展
示
内
容
は
そ
の
双
方
を

含
み
︑
む
し
ろ
後
者
の
ほ
う
に
重
き
を
置
い
た

展
示
と
な
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
そ
う
し
た
欧

米
の
学
問
体
系
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
博
物

館
の
分
類
を
知
ら
な
い
と
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴

史
を
見
学
し
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
︑
こ
ち
ら

の
博
物
館
を
見
逃
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
︒

国
立
人
類
学
博
物
館
で
は
︑
現
在
発
見
さ
れ

て
い
る
中
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
最
古
の
文
字
と
さ
れ

て
い
る
ラ
グ
ナ
銅
板
碑
文︵
一
九
八
九
年
発
見
︶

や
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
諸
民
族
の
貴
重
な
文
化
財

の
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
︑
ス
ペ
イ

ン
統
治
時
代
の
遺
物
︵
写
真
13
︶
も
充
実
し
た
パ

ネ
ル
解
説
と
と
も
に
展
示
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ

し
︑
独
立
運
動
以
降
の
近
現
代
の
歴
史
に
関
す

る
展
示
は
︑
こ
こ
で
は
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
︒
つ
ま
り
︑
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で

の
歴
史
を
一
か
所
で
見
ら
れ
る
国
立
の
施
設

は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
は
現
状
な
い
と
い
え
よ
う
︒

国
立
人
類
学
博
物
館
を
じ
っ
く
り
見
て
リ
ベ

ン
ジ
を
果
た
し
た
後
︑
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー

で
は
バ
ス
の
中
か
ら
わ
ず
か
に
見
た
だ
け
だ
っ

た
マ
ニ
ラ
城
塞
︵
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
︶
の
城
壁

を
歩
い
て
見
に
行
く
こ
と
に
し
た
︒
ぐ
る
り
と

一
周
し
た
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
︑
時
間
も
限
ら

れ
る
の
で
︑
南
西
部
分
の
城
壁
の
外
側
を
一
キ

ロ
く
ら
い
歩
く
に
と
ど
め
た︵
写
真
14
左
︶︒
後

述
す
る
チ
ャ
イ
ナ
・
タ
ウ
ン
に
向
か
う
際
に
通 写真13：フィリピンを征服したスペインの大砲と砲弾

写真15：菲華歴史博物館（バハイ・チノイ）
（日本と同じく電線が多く、電線を避けて建物の全景を撮るのは難しい…）

写真14：スペイン統治時代に築かれた城塞都市マニラ（イントラムロス）の城壁
（城壁はほぼ完全な形で残されており、市街と一体化して城壁の上を歩けるところもある）

ESSAY　中国史研究者のフィリピン・マニラ見聞録
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に
見
る
た
め
に
は
︑
ぜ
ひ
見
学
し
て
い
た
だ
き

た
い
博
物
館
で
あ
る
︒

菲
華
歴
史
博
物
館
を
後
に
し
て
最
後
に
向

か
っ
た
の
が
チ
ャ
イ
ナ
・
タ
ウ
ン
︵
中
華
街
︶

で
あ
る
︒
マ
ニ
ラ
の
チ
ャ
イ
ナ
・
タ
ウ
ン
は
旧

市
街
︵
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
︶
か
ら
パ
シ
ッ
グ
川

を
挟
ん
だ
北
東
側
に
あ
る
︒
こ
こ
に
は
ス
ペ
イ

ン
統
治
時
代
か
ら
中
国
人
︵
華
僑
・
華
人
︶
居

住
区
が
あ
り
︑
ス
ペ
イ
ン
当
局
が
イ
ン
ト
ラ
ム

ロ
ス
か
ら
の
大
砲
の
射
程
圏
内
に
彼
ら
を
住
ま

わ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
チ
ャ
イ
ナ
・
タ
ウ

ン
に
入
る
パ
シ
ッ
グ
川
の
橋
は
中
国
風
の
装
飾

が
施
さ
れ
︵
写
真
17
︶︑
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
は

﹁
中
菲
友
誼
門︵Filipino-Chinese Friendship 

Arch

︶﹂
が
建
っ
て
い
る
が
︵
写
真
18
︶︑
街
と

し
て
は
中
国
風
の
建
物
や
装
飾
は
あ
ま
り
な

く
︑
横
浜
や
神
戸
の
よ
う
な
チ
ャ
イ
ナ
・
タ
ウ

ン
の
印
象
は
な
か
っ
た
︒

　
　
　
　
　
　
＊
　

こ
れ
ま
で
中
国
大
陸
を
中
心
に
︑
台
湾
︑
香

港
︑
韓
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
各
地
は
何
度
も
足

を
運
ん
で
き
た
が
︑
は
じ
め
て
訪
れ
た
フ
ィ
リ

ピ
ン
に
期
せ
ず
し
て
一
〇
日
ほ
ど
滞
在
す
る
こ

と
が
で
き
︑
自
分
の
専
門
領
域
以
外
の
も
の
を

い
ろ
い
ろ
と
見
て
︑
体
験
す
る
こ
と
が
で
き

た
︒
専
門
以
外
の
も
の
に
触
れ
る
こ
と
で
︑
自

分
の
専
門
分
野
に
つ
い
て
も
よ
り
多
面
的
に
見

る
視
点
・
視
野
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
︑
あ
ら
た

め
て
実
感
す
る
旅
と
な
っ
た
︒

ろ
う
︒
国
立
人
類
学
博
物
館
で
も
︑
近
代
以
前

の
中
国
と
の
貿
易
︑
中
国
船
の
来
航
な
ど
に
関

す
る
展
示
は
あ
っ
た
が
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
定
着

し
た
華
僑
・
華
人
に
関
す
る
展
示
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
出
版
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
が
︑
滞
在
中
に
マ
ニ
ラ
の
書

店
で
購
入
し
た
﹃
図
解
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史
﹄

︵Jose Raym
und Canoy, A

n Illustrated history 

of the Philippines , O
xford, John Beaufoy 

Publishing Lim
ited, 2018

︶
で
も
︑
華
僑
・
華

人
に
関
す
る
記
述
は
︑
コ
ラ
ム
と
し
て
一
ペ
ー

ジ
割
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
は

中
国
系
の
人
々
も
い
た
と
い
っ
た
程
度
の
記
述

で
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

影
響
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
︒

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
限
ら
ず
華
僑
・
華
人
が
多
い
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
に
共
通
す
る
こ
と
だ
が
︑
華

僑
・
華
人
や
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ︵
混
血
の
人
び
と
︶

の
影
響
が
大
き
い
こ
と
は
︑
い
わ
ば
自
明
の
こ

と
だ
が
︑
そ
れ
が
ゆ
え
に
︵
現
在
の
華
人
た
ち

の
影
響
力
の
大
き
さ
と
の
関
係
も
あ
り
︶
か

え
っ
て
公
的
な
﹁
歴
史
﹂
か
ら
は
﹁
抹
消
﹂
さ

れ
て
い
る
︑
あ
る
い
は
存
在
が
薄
め
ら
れ
て
い

る
側
面
が
あ
る
︒
菲
華
歴
史
博
物
館
の
よ
う
な

存
在
は
︑
そ
う
し
た
傾
向
へ
の
華
人
た
ち
の
一

種
の
抵
抗
︑
自
己
主
張
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

そ
の
象
徴
と
い
え
る
の
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
革

命
・
独
立
運
動
の
英
雄
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
の
出

自
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
︒
リ
サ
ー
ル
は
父

方
が
中
国
系
︵
母
方
が
日
本
系
と
の
混
血
︶
で

あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
︑
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
に
も
自
明
の
こ
と
だ
と
い
う
が
︑
前
述
し

た
リ
サ
ー
ル
関
連
の
施
設
で
の
解
説
は
も
ち
ろ

ん
︑
前
掲
の
﹃
図
解
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史
﹄
に

も
そ
う
し
た
記
述
は
な
い
︒
こ
う
し
た
現
状
を

ふ
ま
え
て
か
︑
菲
華
歴
史
博
物
館
で
は
リ
サ
ー

ル
の
六
代
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
家
系
図
ま
で
掲

げ
て
︑
華
人
系
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

点
は
印
象
的
で
あ
る
︵
写
真
16
︶︒
ま
た
︑
ア
ギ

ナ
ル
ド
も
華
人
の
血
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
説

明
さ
れ
て
い
た
︒

そ
の
ほ
か
︑
ス
ペ
イ
ン
統
治
時
代
に
植
民
地

当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
華
人
虐
殺
の
様
子
が

ジ
オ
ラ
マ
展
示
さ
れ
て
い
た
り
︑
独
立
以
降
に

活
躍
し
た
華
人
系
の
政
治
家
・
聖
職
者
・
財
界

人
な
ど
に
つ
い
て
も
︑
パ
ネ
ル
や
関
連
す
る
実

物
な
ど
を
使
っ
て
詳
細
に
展
示
さ
れ
て
お
り
︑

全
体
を
じ
っ
く
り
見
学
す
れ
ば
半
日
は
か
か
る

博
物
館
で
あ
る
︒
日
程
が
短
い
旅
行
で
は
な
か

な
か
日
本
人
は
訪
れ
る
機
会
は
な
い
だ
ろ
う

が
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
の
歴

史
を
︑
華
人
と
い
う
要
素
を
ふ
ま
え
て
多
面
的

写真16：ホセ・リサールの写真と家系図
（リサールの父方・母方ともに先祖の多くが中国系であることが強調されている）

写真17：チャイナ・タウンに向かうパシッグ川の橋は中国風の装飾が施されていた

写真18：チャイナ・タウンの入口にある「中菲友誼門」（修理中）
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地
名
︵
あ
る
場
所
を
指
し
示
す
名
称
︶
と
比

較
し
た
と
き
︑
街
路
名
︵
通
り
名
︶
は
変
更
が

加
え
ら
れ
や
す
い
︒
両
者
の
相
違
点
と
し
て
︑

地
名
が
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
的
・
地
理
的
な
条
件

と
相
関
関
係
を
も
つ
場
合
が
多
い
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
バ
ス
停
の
名
称
は
︑
行

政
区
分
に
基
づ
く
市
町
村
名
だ
け
で
は
な
く
︑

バ
ス
停
の
位
置
す
る
周
辺
の
呼
び
名
︵
ま
た
は

か
つ
て
の
呼
称
︶
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
も
散

見
さ
れ
る
︒
い
わ
ば
バ
ス
停
の
ロ
ー
カ
ル
な
名

称
は
︑
そ
こ
に
暮
ら
す
／
そ
れ
を
知
る
人
び
と

に
と
っ
て
は
有
意
味
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ

る
が
︑
一
見
の
旅
行
者
に
と
っ
て
は
奇
異
な
心

証
を
も
た
ら
す
︒

地
名
の
有
す
る
︑
こ
う
し
た
固
有
性
は
︑
必

ず
し
も
静
態
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
世
界
遺
産
と
し
て

有
名
な
ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
ホ
イ
ア
ン
は
︑
フ
ェ

イ
フ
ォ︵FAIFO

︶と
い
う
別
名
を
も
つ
︒
フ
ェ

イ
フ
ォ
と
い
う
地
名
は
現
在
︑
世
界
遺
産
区
を

踏
破
す
る
と
︑
土
産
物
店
の
名
称
に
利
用
さ
れ

た
り
︑
世
界
遺
産
区
に
お
け
る
一
つ
の
記
号
と

さ
れ
た
り
し
て
い
る
︵
写
真
1
︶︒

こ
の
地
名
の
由
来
は
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時

代
に
同
地
が
フ
ェ
イ
フ
ォ
と
呼
ば
れ
︑
そ
の
名

が
地
図
に
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ

る
︒FAIFO

と
い
う
地
名
は
︑
ま
ず
ベ
ト
ナ
ム

語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
で
F
を
使
用
し
な

い
こ
と
か
ら
外
来
語
と
い
え
る
︒
一
説
に
は
︑

ホ
ア
イ
フ
ォ
と
い
う
ホ
イ
ア
ン
近
隣
の
村
名
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
な
ま
っ
て
記
録
し
た
結
果
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
フ
ァ
ン
・
フ
イ
・
レ
︑
一
九

九
三
:
三
三
︶︒
小
倉
は
ま
た
︑
ベ
ト
ナ
ム
人
研

究
者
の
五
つ
の
見
解
を
取
り
上
げ
て
︑
一
七
世

紀
の
地
図
に
示
さ
れ
た
ホ
イ
ア
ン
河
口
部
の
地

名
で
あ
るH

ai Pho

︵
海
岸
部
の
要
衝
の
意
︶
を

外
国
人
が
フ
ェ
イ
フ
ォ
と
発
音
し
︑
そ
れ
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
探
検
家
や
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ

て
海
図
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
推

察
し
て
い
る
︵
小
倉
︑
一
九
八
九
:
五
一
︲
五

三
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
少
な
く
と
も
フ
ェ
イ

フ
ォ
と
い
う
名
付
け
は
西
洋
か
ら
の
視
点
と
と

ら
え
ら
れ
る
︒

他
の
事
例
を
あ
げ
れ
ば
︑
ダ
ー
カ
オ
︵D

a 

KAYA

Kao

︶
と
い
う
地
名
も
同
じ
よ
う
な
系
譜
を
た

ど
っ
て
い
る
︒
ダ
ー
カ
オ
は
︑
ホ
ー
チ
ミ
ン
市

第
一
区
に
現
存
す
る
地
名
で
同
地
に
立
地
す
る

市
場
の
名
称
と
も
な
っ
て
い
る
︵
写
真
2
︶︒
地

名
の
由
来
は
︑Dat H
o

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の

エ
リ
ア
を
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
当
局
がD

a-
ka-o

と
読
み
・
記
述
し
た
結
果
︑
現
在
のD

a 
Kao

に
な
っ
た
と
い
う((

(

︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
ロ
ー
カ
ル
な
地
名
な
い
し

そ
の
固
有
性
は
︑
権
力
の
せ
め
ぎ
合
い
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
異
種
混
交
の
産
物
と
い
う
可

能
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
︒
地
名
に
そ
の
可
能
性
を
認
め
る
と
す

る
な
ら
ば
︑
地
名
と
比
較
し
て
相
対
的
に
変
更

が
加
え
ら
れ
や
す
い
街
路
名
は
︑
よ
り
直
接
的

に
権
力
が
作
動
し
や
す
い
対
象
と
い
え
る
︒
さ

ら
に
言
及
す
れ
ば
︑
道
路
の
名
称
が
土
地
の
人

び
と
の
呼
び
名
と
地
図
や
標
識
に
記
さ
れ
た
名

称
と
異
な
る
こ
と
も
散
見
さ
れ
る
︒
こ
の
点
は

土
着
の
実
践
と
標
準
化
・
識
別
化
し
て
ゆ
く
企

画
と
の
せ
め
ぎ
合
い
と
も
解
さ
れ
る
︵
ス
コ
ッ

ト
︑
二
〇
一
七
:
三
七
︲
四
〇
︶︒

以
上
に
鑑
み
て
︑
本
稿
で
は
街
路
名
の
変
遷

か
ら
こ
う
し
た
異
種
混
交
性
の
考
察
を
進
め
て

み
た
い
︒
具
体
的
に
は
︑
現
在
の
ホ
ー
チ
ミ
ン

市
第
一
区
周
辺
の
旧
版
地
図
を
参
照
し
︑
そ
の

変
遷
を
さ
ぐ
っ
て
ゆ
く
︒

現
在
の
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
に
み
る
街
路
名
の
歴

史
的
な
変
遷
を
考
え
る
と
︑
大
き
く
は
ク
メ
ー

街路のエクリチュール
—サイゴンからホーチミン市へ

大 塚 直 樹

E S S AY

写真1：FAIFO（フェイフォ）が店舗の名称になっている（2014年8月撮影）。

写真2：ダーカオ市場の外観（2014年3月撮影）。
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ESSAY　街路のエクリチュール─ サイゴンからホーチミン市へ

ら
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
第
二
に
︑
フ
ラ
ン
ス

人
な
い
し
︑
フ
ラ
ン
ス
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物

名
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
三
名
と
も
に
広
い
意
味
で

医
療
関
係
者
で
あ
り
︑
と
く
に
カ
ル
メ
ッ
ト

︵Calm
ette

︶は
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
に
サ

イ
ゴ
ン
に
設
立
さ
れ
た
パ
ス
ツ
ー
ル
研
究
所
の

初
代
所
長
で
あ
っ
た
︒
パ
ス
ツ
ー
ル
に
関
し
て

は
︑
こ
の
研
究
所
に
ち
な
ん
で
街
路
名
が
付
与

さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
︒
イ
ェ
ル
サ
ン

︵Yersin

︶
は
ま
た
︑
ニ
ャ
チ
ャ
ン
に
パ
ス
ツ
ー

ル
研
究
所
を
創
設
し
︑
現
在
︑
大
学
名
と
し
て

ベ
ト
ナ
ム
に
名
前
を
残
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
興
味
深
い
点
と
し
て
︑
外
国
人
の
名

前
が
つ
け
ら
れ
た
街
路
名
の
い
ず
れ
も
が
フ
ラ

ン
ス
植
民
地
時
代
に
は
別
の
名
称
で
呼
ば
れ
て

い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
手
元
に
あ
る
別
の

旧
版
地
図
を
確
認
す
る
と
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地

時
代
に
は
︑
こ
れ
ら
三
つ
の
通
り
が
そ
れ
ぞ
れ

Rue Pelierin

︵
パ
ス
ツ
ー
ル
通
り
︶︑Rue 

Bourdais

︵
カ
ル
メ
ッ
ト
通
り
︶︑Rue Boresse

︵
イ
ェ
ル
サ
ン
通
り
︶と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
こ
の

旧
版
地
図
は
立
教
大
学
ア
ジ
ア
地
域
研
究
所
所

蔵
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
一
九
四
〇
年
の
北
部
仏

印
進
駐
以
前
に
作
製
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
地
図
自
体
か
ら
精
確
な
時
期

を
特
定
で
き
る
情
報
を
読
み
取
れ
な
い((

(

︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
末

期
に
街
路
名
が
変
更
さ
れ
た
可
能
性
も
排
除
で

き
な
い
も
の
の
︑
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
時
代
に
改

め
て
名
付
け
直
さ
れ
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
︒

と
く
に
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
の
政
治
的
立
場
を
考

慮
に
入
れ
れ
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
な
い
し
フ
ラ
ン
ス

に
関
連
が
あ
る
人
名
が
通
り
名
に
附
さ
れ
る
こ

と
は
想
定
範
囲
の
内
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
現
在

ル
系
の
人
び
と
の
居
住
領
域
︑
グ
エ
ン
朝
の
統

治
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
︑
ベ
ト
ナ
ム
共
和

国
時
代
と
に
時
期
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
︒
さ
ら
に
︑
ポ
ス
ト
・
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
期

か
ら
︑
一
九
五
五
年
の
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
建
設

宣
言
に
至
る
︑
ベ
ト
ミ
ン
に
よ
る
実
質
的
な
領

域
支
配
の
時
期
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
︒
こ
こ
で
は
手
元
に
あ
る
旧
版
地
図

の
う
ち
︑
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
時
代
の
も
の
を
参

照
し
︑
考
察
を
進
め
る
︒
該
当
す
る
旧
版
地
図

は
︑
テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
校
ペ

リ
ー
・
カ
ス
タ
ネ
ダ
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
︑
一
九
五
八
年
に
国
家
地
理
局
︵N

ha D
ia-

D
u Q

uoc-G
ia

︶
が
発
行
し
︑
ア
メ
リ
カ
陸
軍

地
図
局
︵U.S. Arm

y M
ap Service

︶
が
一
九

六
一
年
に
複
製
し
た
一
万
分
の
一
の
そ
れ
で
あ

る((

(

︒ま
ず
確
認
す
べ
き
点
と
し
て
︑
ホ
ー
チ
ミ
ン

市
中
心
街
の
都
市
景
観
は
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地

時
代
に
形
成
さ
れ
た
骨
格
を
原
則
的
に
引
き
継

い
で
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
街
路
名
を
歴
史

的
に
比
較
対
照
し
や
す
い
と
い
う
特
徴
を
有
す

る
︒表

1
に
街
路
名
が
旧
版
地
図
と
現
状
と
が
同

じ
例
を
提
示
し
た
︵
写
真
3–

6
も
参
照
︶︒
現
行

行
政
区
分
の
第
一
区
周
辺
の
通
り
の
う
ち
︑
主

と
し
て
大
通
り
︵D

ai lo

︶
を
中
心
に
抽
出
し

て
お
り
︑
す
べ
て
の
街
路
名
を
網
羅
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
表
1
の
街
路

名
で
は
人
名
の
み
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
も
の

の
︑
人
名
以
外
の
街
路
名
が
現
在
す
べ
て
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒

表
1
で
は
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
読
み
取
れ

る
︒
ま
ず
第
一
に
︑
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
以

前
の
歴
代
王
朝
関
係
者
︑
と
く
に
皇
帝
や
武
将

の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ

ば
︑
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
国
家
の
枠
組
み

を
創
設
す
る
の
に
貢
献
し
た
︑
な
い
し
そ
の

ル
ー
ツ
と
位
置
づ
け
う
る
人
び
と
が
い
わ
ば
顕

彰
の
意
味
で
街
路
名
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
と

現在の名称 由来 備考

Nguyen Hue 人名
タイソン・グエン氏三兄弟の
末弟（1753-92）

Le Loi 人名
レー朝太祖 

（1358-1433）

Ham Nghi 人名
グエン朝皇族

（1872-1943）

Hai Ba Trung 人名
1世紀の姉妹、
後漢への反乱軍を組織

Pasteur 人名
化学者、微生物学者

（1822-1895）

Tran Hung Dao 人名
チャン朝の武将

（1226-1300）

Pham Ngu Lao 人名
チャン朝の武将

（1255-1320）

Calmette 人名 医者（1863-1933）

Yersin 人名 細菌学者（1863-1943）

Nguyen Trai 人名 レー朝の重臣（1380-1442）

Hung Vuong 人名 ベトナム原初の王

Nguyen Thai Hoc 人名
ベトナム国民党の指導者

（1901-30）

Ly Thai To 人名
リー朝初代皇帝

（974-1028）

Nguyen Cu Trinh 人名
グエン朝の将軍

（1716-1767）

［表1］ホーチミン市1区中心街の街路名：1958年と2021年とが同一の場合

写真3：改修前のグエンフエ通り。改修された現在は、歩行者天国になっている。正面奥は人
民委員会（2014年9月撮影）。

写真4：ハイバーチュン通り（とレーズアン通りとの交差点）の標識（2014年3月撮影）。
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革
命
に
功
績
が
あ
っ
た
人
物
名
︑
お
よ
び
ベ
ト

ナ
ム
革
命
に
か
か
る
歴
史
的
な
出
来
事
が
街
路

に
名
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
東
遊
﹇
運
動
﹈
も
独

立
運
動
に
連
結
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
広
い
意
味

で
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
︒

ま
た
変
更
の
対
象
と
な
っ
た
街
路
名
を
み
る

と
︑
一
方
で
︑
現
行
の
政
治
体
制
に
対
し
て
︑

敵
側
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
名
︵
ド
・
ラ

ト
ル
・
ド
・
タ
シ
ニ
︑
タ
イ
・
ラ
ッ
プ
・
タ
イ

ン
︑
グ
エ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
テ
ィ
ン
︶
も
見
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
︒
他
方
で
︑
必
ず
し
も
変
更

さ
れ
た
根
拠
を
同
定
で
き
な
い
通
り
名
も
散
見

さ
れ
る
︒
レ
ー
・
ヴ
ァ
ン
・
ズ
エ
ッ
ト
や
タ
イ

ン
・
タ
イ
の
よ
う
に
︑
現
在
︑
他
エ
リ
ア
の
街

路
名
に
採
用
さ
れ
て
い
る
人
物
も
表
2
に
は
み

ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
二
通
り
の
パ
タ
ー

ン
を
想
定
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
旧
来
の
通
り

名
を
積
極
的
に
変
更
す
る
意
図
が
あ
っ
た
場
合

と
︑
万
難
を
排
し
て
新
し
い
街
路
名
を
付
与
し

た
い
と
い
う
明
確
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在

し
た
場
合
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
自
由
﹂
や
﹁
赤
十

字
﹂
と
い
っ
た
名
詞
・
固
有
名
詞
も
変
更
対
象

ま
で
名
称
変
更
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し

て
︑
と
く
に
カ
ル
メ
ッ
ト
と
イ
ェ
ル
サ
ン
に
つ

い
て
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
医
療
の
発
展
に
対
す
る
貢

献
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒

第
三
に
︑
ベ
ト
ナ
ム
国
民
党
の
指
導
者
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
ベ
ト
ナ
ム

国
民
党
は
︑
一
九
二
〇
年
代
末
に
結
成
さ
れ
︑

反
植
民
地
運
動
を
展
開
し
た
も
の
の
︑
第
二
次

世
界
大
戦
後
︑
ベ
ト
ミ
ン
と
袂
を
分
か
つ
よ
う

な
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
同

党
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
現
行
政
権
と
融
和
性
が
高

い
わ
け
で
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
グ
エ
ン
・
タ

イ
・
ホ
ッ
ク
自
身
は
︑
一
九
三
〇
年
の
イ
エ
ン

バ
イ
蜂
起
後
に
処
刑
さ
れ
て
お
り
︑
ベ
ト
ナ
ム

国
民
党
の
指
導
者
と
い
う
以
上
に
愛
国
者
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能

か
も
し
れ
な
い
︒

次
に
表
2
に
︑
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
時
代
か
ら

街
路
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
通
り
を
示
し
た

︵
写
真
7–

9
も
参
照
︶︒
表
1
と
同
じ
く
一
部
を

抽
出
し
た
︒
こ
こ
か
ら
以
下
の
点
を
確
認
で
き

よ
う
︒
ま
ず
変
更
さ
れ
た
通
り
名
は
︑
現
在
の

ベ
ト
ナ
ム
党
・
政
府
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
共
産
党
員
や

旧版地図の名称 由来 備考 現在の名称 由来 備考

Tu Do 「自由」の意 Dong Khoi 「同時蜂起」の意

Hong Thap Tu
「赤十字」

の意
Nguyen Thi Minh Khai 人名

共産党員
（1910-41）

Thong Nhat 「統一」の意 Le Duan 人名
共産党員

（1907-86）

Gia Long 人名
グエン朝初代皇帝

（1762-1820）
Ly Tu Trong 人名

革命家
（1914-31）

Le Van Duyet 人名
政治家

（1763/64-1832）
Cach Mang Thang 
Tam

「八月革命」の意

Cong Ly 「真理」の意 Nam Ky Khoi Nghia 「南部蜂起」の意

De Lattre de Tassigny 人名 軍人

Thai Lap Thanh 人名
知識人・政治家

（1899-1950/51）
Dong Du 「東遊」の意

Nguyen Van Thinh 人名
医者・政治家

（1888-1946）
Mac Thi Buoi 人名

烈士
（1927-51）

Vo Di Nguy 人名
グエン朝の武将

（1745-1801）
Ho Tung Mau 人名

共産党員
（1896-1951）

Nguyen Hoang 人名
グエン氏一族の有力
者（1525-1613）

Tran Phu 人名
共産党員

（1904-31）

Cong Hoa 「共和」の意 Nguyen Van Cu 人名
共産党員

（1921-41）

Thanh Thai 人名
グエン朝皇帝

（1879-1954）
An Duong Vuong 人名

紀元前の人
物、安陽王

［表2］ホーチミン市1区中心街の街路名の変遷

写真5：ファムグーラオ通り。旅行会社が林立する（2014年3月撮影）。

写真6：イェルサン通りの標識（2014年3月撮影）。

ESSAY　街路のエクリチュール─ サイゴンからホーチミン市へ
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註
（
1
）﹁
読
み
・
記
述
し
た
﹂
の
部
分
が
ベ
ト
ナ
ム
語
の
原

文
で
は
︑﹁doc va viet

﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
ヒ
ア

リ
ン
グ
し
た
地
名
を
書
き
記
し
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る︵Le Trung H

oa, 2012: 76-77

︑
た
だ
し
︑

再
引
用
︒
出
典
はM

onographie de la province de 

G
iadinh, 1902, p.18

︶︒

（
2
）
今
回
使
用
し
た
旧
版
地
図
は
二
〇
二
一
年
一
一
月

現
在
︑
テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
校
ペ

リ
ー
・
カ
ス
タ
ネ
ダ
図
書
館
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
︒URL

は
次
で
あ
る
︒︿https://m

aps.lib.
utexas.edu/m

aps/w
orld_cities/txu-pclm

aps-
saigon_sheet2-1961.jpg

﹀

（
3
）
同
研
究
所
が
こ
の
地
図
を
所
蔵
し
て
い
る
経
緯
な

ど
詳
細
は
︑
浅
井
︵
二
〇
〇
七
︶
を
参
照
︒

文
献

浅
井
辰
郎
︵
二
〇
〇
七
︶﹁
資
源
科
学
研
究
所
の
地
図
の
行

方
│
│
多
田
文
男
先
生
の
英
断
﹂
お
茶
の
水
女
子
大
学
文

教
育
学
部
地
理
学
教
室
﹃
お
茶
の
水
大
学
所
蔵
外
邦
図
目

録
﹄
お
茶
の
水
女
子
大
学
文
教
育
学
部
地
理
学
教
室
︑
五

︲
九
ペ
ー
ジ
︒

小
倉
貞
男
︵
一
九
八
九
︶﹃
朱
印
船
時
代
の
日
本
人
│
│
消

え
た
東
南
ア
ジ
ア
日
本
町
の
謎
﹄
中
公
新
書
︒

ス
コ
ッ
ト
︑J.C.

︵
二
〇
一
七
︶﹃
実
践
　
日
々
の
ア
ナ
キ

ズ
ム
│
│
世
界
に
抗
う
土
着
の
秩
序
の
作
り
方
﹄
清
水

展
・
日
下
渉
・
中
溝
和
弥
訳
︑
岩
波
書
店
︒

フ
ァ
ン
・
フ
イ
・
レ
︵
一
九
九
三
︶﹁
ホ
イ
ア
ン
│
│
歴
史

と
現
状
﹂
日
本
ベ
ト
ナ
ム
研
究
者
会
議
編
﹃
海
の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
と
ベ
ト
ナ
ム
│
│
ホ
イ
ア
ン
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹄

ホ
イ
ア
ン
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
日
本
語
報
告
書
編
集
委

員
会
訳
︑
穂
高
書
店
︑
二
六
︲
三
八
ペ
ー
ジ
︒

Le Trung H
oa chu bien, N

guyen D
inh Tu (2012) 

So Tay D
ia D

anh Thanh pho H
o C

hi M
inh, N

xb Van 
H

oa-Van N
ghe TP. H

CM
.

に
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
中
心
街
の
街

路
名
の
刻
ま
れ
方
を
確
認
す
る
と
︑
広
義
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
へ
回
収
さ
れ
や
す
い
性
質
を

有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
だ
し
︑
単
純

に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
収
斂
で
き
な
い
よ
う
な

名
づ
け
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
︒
同
時
に
︑
誰
が
聞
い
て
も
わ
か
る
︑
な
い

し
多
く
人
び
と
に
認
識
さ
れ
て
い
る
︑
ま
た
意

味
づ
け
が
さ
れ
や
す
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

で
︑
地
名
と
比
較
し
た
場
合
︑
外
に
開
か
れ
た

性
質
を
も
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
こ
う
し

た
多
面
的
な
視
点
か
ら
今
後
も
︑﹁
街
路
の
記

述
﹂
に
関
す
る
考
察
を
︑
時
間
的
・
空
間
的
な

対
象
を
広
げ
つ
つ
進
め
た
い
︒

写真9　朝の路地裏（Hem）の風景。路地にも名称が付与されている（2014年3
月撮影）。

写真8　統一会堂からみたレーズアン通り（2013年3月撮影）。

写真7：中央にドンコイ通り。正面奥にサイゴン大聖堂、右手前にコンチネンタル
ホテル（2010年8月撮影）。

ESSAY　街路のエクリチュール─ サイゴンからホーチミン市へ
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プ
ー
ラ
と
い
う
婚
約
式
も
行
わ
れ
る
︒
こ
の

際
︑
両
家
の
親
族
が
一
緒
に
会
食
し
︑
贈
り
物

を
贈
り
合
う
︒

プ
ニ
ャ
ー
ハ
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ン
（
吉
事
を
行
う

時
間
を
バ
ラ
モ
ン
に
訊
ね
る
儀
礼
）:
米
の
小

山
を
二
つ
作
り
︑
水
を
満
た
し
た
二
つ
の
壺
を

用
意
し
︑
五
枚
の
マ
ン
ゴ
ー
の
葉
の
上
に
米
を

満
た
し
た
カ
ッ
プ
を
置
き
︑
水
の
神
ヴ
ァ
ル
ナ

を
招
来
す
る
︒
儀
礼
執
行
者
の
父
親
は
そ
の

カ
ッ
プ
を
娘
︵
息
子
︶
の
額
に
つ
け
︑
次
い
で

妻
︑
自
分
自
身
に
つ
け
る
︒
こ
れ
を
三
回
繰
り

返
す
︒
そ
の
の
ち
︑
バ
ラ
モ
ン
僧
が
儀
礼
に
相

応
し
い
時
間
を
告
げ
る
︒

マ
ン
ダ
パ
デ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
・
プ
ラ
テ
ィ
シ
ュ

タ
ー（
神
を
招
来
す
る
場
の
設
定
）:
儀
礼
執
行

者
は
六
枚
の
マ
ン
ゴ
ー
の
葉
に
一
六
回
糸
を
巻

き
つ
け
︑
箕
の
上
に
布
と
米
を
置
く
︵
写
真

1
︶︒
六
枚
の
マ
ン
ゴ
ー
の
葉
と
殻
つ
き
の
コ

コ
ナ
ツ
を
左
側
に
︑
右
側
に
は
二
七
個
の
ビ
ン

ロ
ウ
の
実
を
置
く
︒
そ
の
上
に
ビ
ン
ロ
ウ
の
実

を
一
個
と
米
を
満
た
し
︑
蓋
を
し
て
糸
を
ま
い

た
小
さ
な
壺
が
置
か
れ
る
︒
こ
の
壺
は
カ
ラ

シ
ャ
と
呼
ば
れ
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
儀
礼
で
は
神
を

招
来
す
る
依
り
代
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た

す
︒
カ
ラ
シ
ャ
は
そ
の
口
の
上
に
マ
ン
ゴ
ー
の

葉
と
コ
コ
ナ
ツ
を
置
い
た
形
が
一
般
的
で
あ
る

︵
写
真
２
︶︒
一
説
に
は
こ
の
カ
ラ
シ
ャ
は
人
間

の
肉
体
と
水
を
象
徴
す
る
と
も
い
わ
れ
る
︒
こ

こ
に
神
を
招
来
し
て
︑
白
檀
の
ペ
ー
ス
ト
︑

米
︑
花
︑
灯
明
︑
樟
脳
︑
布
な
ど
を
供
え
る
︒

こ
の
儀
礼
用
の
祭
壇
は
婚
礼
儀
礼
が
終
了
す
る

ま
で
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
︑
礼
拝
が
続
け
ら
れ
る
︒

花
嫁
花
婿
は
式
の
五
日
ほ
ど
前
に
︑
ウ
コ
ン

で
全
身
パ
ッ
ク
を
行
う
ハ
ラ
ド
・
チ
ャ
ダ
ヴ
ネ

を
行
い
︑
全
身
を
浄
化
す
る
︒
花
嫁
は
ヘ
ナ
の

ペ
ー
ス
ト
で
手
足
に
吉
祥
の
模
様
を
描
く
メ
ヘ

ン
デ
ィ
ー
儀
礼
が
そ
れ
に
続
く
︒
そ
れ
ら
が
済

む
と
︑
チ
ュ
ー
リ
ー
と
い
う
ガ
ラ
ス
の
ブ
レ
ス

レ
ッ
ト
を
一
二
本
ず
つ
両
手
に
嵌
め
る
儀
礼

︵
チ
ュ
ー
リ
ー
・
バ
ル
ネ
ー
︶
を
行
う
︵
写
真

3
︶︒
こ
れ
は
腕
輪
屋
さ
ん
が
花
嫁
の
自
宅
ま

で
出
張
し
て
︑
花
嫁
だ
け
で
は
な
く
親
族
︑
親

し
い
友
人
た
ち
全
員
に
ぴ
っ
た
り
の
サ
イ
ズ
の

腕
輪
を
嵌
め
て
く
れ
る
︒
腕
輪
は
豊
穣
を
象
徴

す
る
緑
色
が
吉
な
る
色
と
さ
れ
︑
花
嫁
は
じ
め

女
性
た
ち
は
緑
色
の
腕
輪
を
つ
け
る
︒

こ
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
同
じ
夜
︑
新
郎
新
婦

は
じ
め
に

結
婚
式
が
人
生
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
こ

と
は
万
国
共
通
と
い
え
よ
う
︒
イ
ン
ド
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
︒
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
生
涯
に
一
六
の
人
生
通
過
儀

礼
を
お
こ
な
う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ

は
︑﹁
一
六
の
人
生
通
過
儀
礼
﹂
を
意
味
す
る

﹁
ソ
ー
ラ
ー
（
一
六
）・
サ
ン
ス
カ
ー
ル
（
通
過

儀
礼
）﹂と
呼
ば
れ
る
︒
こ
の
一
六
の
通
過
儀
礼

は
︑
母
親
の
お
腹
の
中
に
い
る
と
き
か
ら
始
め

ら
れ
︑
誕
生
の
儀
礼
は
な
ん
と
四
番
目
の
儀
礼

で
あ
る
︒
そ
れ
に
続
く
儀
礼
は
生
後
一
二
日
目

に
行
わ
れ
る
命
名
式
︑
生
後
八
か
月
目
の
お
食

い
初
め
式
︑
次
い
で
重
要
な
の
は
日
本
の
元
服

式
に
あ
た
る
一
一
番
目
の
聖
紐
式
︵
男
児
の
み

八
~
一
二
歳
で
行
わ
れ
る
︶
で
あ
る
︒
そ
の
他

今
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
い
儀
礼
が
三
つ
あ

り
︑
一
五
番
目
が
結
婚
式
で
あ
る
︒
ち
な
み

に
︑
一
六
番
目
の
儀
礼
は
﹁
最
後
︵
ア
ン
テ
ィ

ム
︶
の
儀
礼
︵
サ
ン
ス
カ
ー
ル
︶﹂
つ
ま
り
︑
葬

式
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
儀
礼
中
心
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

の
結
婚
式
を
紹
介
す
る
︒
二
〇
一
八
年
に
参
列

し
た
イ
ン
ド
︑
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
プ

ネ
ー
の
バ
ラ
モ
ン
家
庭
の
結
婚
式
で
あ
る
︒

か
つ
て
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
結
婚
式
は
一

週
間
以
上
に
わ
た
っ
て
祝
わ
れ
て
い
た
と
い
う

が
︑
筆
者
が
こ
こ
三
〇
年
来
参
列
し
た
結
婚
式

は
︑
マ
ン
ガ
ル
・
カ
ー
ル
ヤ
ラ
イ︵
慶
事
斎
場
︶

と
呼
ば
れ
る
結
婚
式
場
に
一
泊
し
て
︑
二
日
が

か
り
で
行
う
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
︒

結
婚
式
ま
で

イ
ン
ド
の
結
婚
式
は
四
~
六
月
と
一
一
︑
一

二
月
に
集
中
す
る
︒
こ
れ
は
農
業
生
産
の
関
係

で
︑
農
閑
期
に
結
婚
式
が
行
わ
れ
て
い
た
名
残

り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
結
婚
式
は
さ
ま

ざ
ま
な
儀
礼
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
︑
招
待
客

に
食
事
を
振
る
舞
い
︑
お
披
露
目
を
す
る
こ
と

も
重
要
な
目
的
で
あ
る
︒

結
婚
式
の
儀
礼
を
行
う
前
に
最
も
重
要
な
こ

と
は
︑
花
嫁
花
婿
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
か
ら
吉
な

る
時
間
を
割
り
出
す
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
儀
礼

の
前
に
︑
日
本
の
結
納
に
あ
た
る
シ
ャ
カ
ル
・

ヒンドゥー教徒の
結婚式
 小 磯 千 尋

E S S AY

写真1：箕の祭壇写真2：吉祥の壺カラシャ
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嫁
の
父
親
が
花
婿
の
父
親
に
コ
コ
ナ
ツ
そ
の
他

の
贈
り
物
を
渡
す
︵
写
真
5a
︶︒
花
嫁
の
両
親
か

ら
花
婿
に
様
々
な
贈
り
物
が
手
渡
さ
れ
る
︵
写

真
5b
︶︒
一
連
の
贈
答
活
動
が
終
わ
る
と
︑
花

婿
に
代
わ
っ
て
花
嫁
が
舞
台
に
上
が
り
︑
姉
妹

の
手
に
よ
っ
て
ム
ン
ダ
ー
ヴ
ァ
ル
を
結
ん
で
も

ら
う
︵
写
真
6
︶︒
今
度
は
花
婿
の
両
親
か
ら
花

両
家
に
よ
る
隠
し
芸
大
会
の
よ
う
な
会
が
3
時

間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
北
イ
ン

ド
で
サ
ン
ギ
ー
ト
︵
歌
︶
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
で
︑

映
画
な
ど
を
通
し
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
り
︑
マ

ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
で
も
最
近
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
︒
両
家
が
交
代
で
出
し
物
を

披
露
し
︑
素
人
と
は
思
え
な
い
マ
ジ
ッ
ク
や
踊

り
︑
歌
が
披
露
さ
れ
た
︒
両
家
の
親
睦
を
深
め

る
い
い
機
会
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒

い
よ
い
よ
結
婚
式
前
日
︒
花
嫁
一
行
は
結
婚

式
場
に
入
り
︑
花
婿
一
行
を
迎
え
る
準
備
を
す

る
︒
女
性
参
列
者
は
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
︑
一

張
羅
の
サ
ー
リ
ー
や
ド
レ
ス
に
ま
ば
ゆ
い
ば
か

り
の
金
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
身
に
つ
け
て
い

る
︒
男
性
た
ち
も
伝
統
的
な
ク
ル
タ
ー
や
ド
ー

テ
ィ
ー
を
纏
っ
た
人
が
目
立
つ
︒

夕
方
︑
式
場
の
入
り
口
に
花
嫁
の
親
族
た
ち

が
集
合
し
て
︑
花
婿
の
一
行
を
迎
え
る
︒
以
前

は
︑
花
婿
は
花
嫁
の
家
に
向
か
う
バ
ラ
ー
ト
と

呼
ば
れ
る
楽
隊
や
友
人
た
ち
の
行
列
を
従
え
︑

白
馬
に
跨
っ
て
向
か
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ

た
︒
最
近
特
に
都
会
で
は
︑
バ
ラ
ー
ト
の
仰
々

し
さ
は
不
人
気
だ
と
い
う
︒

花
嫁
の
両
親
や
親
族
が
勢
ぞ
ろ
い
し
て
︑
花

婿
一
行
を
迎
え
る
儀
礼
を
マ
ド
ゥ
パ
ル
カ
︵
写

真
4
︶
ま
た
は
シ
ー
マ
ン
ト
︵
境
界
︶
儀
礼
と

い
う
︒
ま
ず
︑
花
嫁
の
母
親
が
花
婿
に
敬
意
を

表
し
て
︑
花
婿
の
足
を
灌
頂
し
礼
を
つ
く
す
︒

続
い
て
︑
蜂
蜜
︑
ヨ
ー
グ
ル
ト
︑
ギ
ー
を
混
ぜ

た
も
の
を
花
婿
に
三
回
食
べ
さ
せ
る
︒

花
婿
は
斎
場
内
に
用
意
さ
れ
た
儀
礼
の
た
め

の
舞
台
に
導
か
れ
︑
花
婿
の
姉
妹
の
手
に
よ
っ

て
ム
ン
ダ
ー
ヴ
ァ
ル
と
い
う
ビ
ー
ズ
の
飾
り
を

額
に
結
ん
で
も
ら
う
︵
写
真
5
︶︒
続
い
て
︑
花

写真5b：花婿への贈り物

写真5a：両家の父親

写真6：花嫁と姉妹

写真4：
シーマント儀礼

写真5：花婿と姉妹 写真3：ガラスの腕輪を嵌める

写真6a：花嫁への贈り物
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ン
僧
が
︑
ミ
ル
ク
に
浸
け
た
白
い
糸
で
向
か
い

合
っ
て
座
っ
た
花
嫁
と
花
婿
の
首
と
腰
に
四
周

ほ
ど
巻
く
︵
写
真
11
︶︒
巻
か
れ
た
糸
は
上
か
ら

順
に
巻
き
取
ら
れ
︑
何
重
に
も
し
た
あ
と
︑
ウ

コ
ン
の
塊
を
縛
っ
て
か
ら
花
嫁
の
手
で
花
婿
の

右
手
首
に
結
ば
れ
る
︒
こ
の
儀
礼
は
新
郎
新
婦

の
絆
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

マ
ン
ガ
ラ
ス
ー
ト
ラ
・
バ
ン
ダ
ン
（
吉
祥
の

ネ
ッ
ク
レ
ス
を
か
け
る
）:
新
郎
新
婦
両
家
の

つ
な
が
り
を
象
徴
す
る
二
つ
の
金
の
お
椀
型
の

ペ
ン
ダ
ン
ト
ヘ
ッ
ド
を
つ
な
げ
た
黒
い
ビ
ー
ズ

の
ネ
ッ
ク
レ
ス
︵
こ
れ
は
既
婚
女
性
を
象
徴
す

る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
︶
を
花
婿
が
花
嫁
に
か
け
る

︵
写
真
12
︶︒

カ
ー
ン
ペ
ル
ネ
ー（
耳
を
ひ
っ
ぱ
る
）:
花
嫁

の
男
兄
弟
が
花
婿
の
耳
を
引
っ
張
り
︑﹁
姉
妹
を

悲
し
ま
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
許
さ
な
い
﹂
と

警
告
す
る
︵
写
真
13
︶︒
男
兄
弟
が
い
な
い
場
合

は
︑
従
兄
弟
が
行
う
︒

サ
プ
タ
パ
デ
ィ
ー
（
七
歩
の
儀
礼
）:
ヒ
ン

嫁
に
様
々
は
贈
り
物
が
渡
さ
れ
る
︵
写
真
6a
︶︒

花
嫁
の
母
親
と
花
婿
の
母
親
が
親
愛
の
情
を
込

め
て
抱
き
合
っ
て
︵
写
真
7
︶︑
結
婚
式
前
日
の

儀
礼
は
終
了
し
︑
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
移
る
︒
レ

セ
プ
シ
ョ
ン
は
立
食
形
式
で
︑
広
い
庭
を
開
放

し
て
行
わ
れ
た
︒
花
嫁
花
婿
︑
親
族
は
舞
台
上

で
参
列
者
か
ら
お
祝
い
の
言
葉
や
贈
り
物
を
受

け
取
る
︒
こ
こ
ま
で
は
前
夜
祭
で
︑
結
婚
式
の

本
番
は
翌
日
早
朝
か
ら
執
り
行
わ
れ
る
︒

結
婚
式
当
日

結
婚
式
当
日
は
儀
礼
に
終
始
す
る
︒
主
だ
っ

た
儀
礼
を
順
番
に
列
記
す
る
︒

す
べ
て
の
儀
礼
の
最
初
は
ガ
ネ
ー
シ
ャ
神
へ

の
礼
拝
（
ガ
ネ
ー
シ
ャ
・
プ
ー
ジ
ャ
ー
）
が
行

わ
れ
る
︒
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
︑
吉
事
を
始
め

る
前
に
︑
障
害
を
除
く
神
ガ
ネ
ー
シ
ャ
へ
万
事

滞
り
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
祈
願
す
る
習
わ
し

と
な
っ
て
い
る
︒
米
の
上
に
キ
ン
マ
の
葉
を
置

き
︑
そ
の
上
に
ガ
ネ
ー
シ
ャ
神
を
象
徴
す
る
ビ

ン
ロ
ウ
の
実
を
置
き
︑
礼
拝
す
る
︒

ガ
ウ
リ
ー
ハ
ル
・
プ
ー
ジ
ャ
（
パ
ー
ル
ヴ
ァ

テ
ィ
ー
女
神
へ
の
礼
拝
）:
花
嫁
は
母
方
の
叔

父
か
ら
贈
ら
れ
た
サ
ー
リ
ー
を
纏
い
︑
祭
壇
に

パ
ー
ル
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
女
神
を
招
来
し
て
一
人
で

礼
拝
す
る
︵
写
真
8
︶︒
銀
で
で
き
た
小
さ
な
女

神
像
は
別
名
ア
ン
ナ
プ
ー
ル
ナ
︵
穀
物
を
満
た

す
︶
女
神
と
呼
ば
れ
︑
匙
を
手
に
持
っ
た
姿
で

表
わ
さ
れ
て
い
る
︵
写
真
9
︶︒
匙
は
無
限
に
物

を
す
く
う
こ
と
を
象
徴
し
︑
豊
穣
を
意
味
す

る
︒
こ
の
女
神
像
は
花
嫁
が
祭
壇
か
ら
隠
し

持
っ
て
︑
婚
家
に
入
る
︒
そ
の
際
︑
新
郎
は
女

神
像
を
探
し
て
奪
い
取
る
儀
礼
︵
ア
ン
ナ
プ
ー

ル
ナ
・
ハ
ラ
ン
︶
も
行
わ
れ
る
︒

カ
ン
ニ
ャ
ダ
ー
ン（
娘
の
贈
与
）:
花
嫁
の
父

親
が
花
婿
に
娘
を
贈
る
儀
式
︒
結
婚
式
の
中
心

的
な
儀
礼
で
あ
る
︵
写
真
10
︶︒

ス
ー
ト
ラ
・
ヴ
ェ
ー
シ
ュ
タ
ン
（
花
嫁
と
花

婿
を
糸
で
巻
く
）:
祭
祀
を
執
り
行
う
バ
ラ
モ写真8：ガウリーハル儀礼写真9：アンナプールナ女神の像

写真10：カンニャダーン

写真12：マンガラスートラ 写真11：スートラ・ヴェーシュタン

写真7：両家の母親
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ESSAY　ヒンドゥー教徒の結婚式

こ
の
儀
礼
を
も
っ
て
︑
婚
姻
が
宗
教
的
に
も
社

会
的
に
も
正
式
に
成
り
立
っ
た
と
認
知
さ
れ
る
︒

こ
れ
で
一
連
の
婚
姻
儀
礼
は
終
了
す
る
︒
一

般
的
に
は
こ
の
あ
と
︑
参
列
者
に
食
事
が
振
舞

わ
れ
る
︒
花
嫁
と
花
婿
は
互
い
に
お
菓
子
を
食

べ
さ
せ
合
い
︑
座
が
盛
り
上
が
る
︒
最
後
に
締

め
の
儀
礼
カ
ル
マ
・
サ
ム
パ
テ
ィ
が
行
わ
れ
る

と
︑
参
列
者
に
見
送
ら
れ
て
花
嫁
は
花
婿
の
家

に
向
か
う
︒
花
婿
の
家
で
も
重
要
な
儀
礼
が
続

く
︒グ

リ
ハ
・
プ
ラ
ヴ
ェ
ー
シ
ュ
（
花
嫁
が
婚
家

に
入
る
こ
と
）/

ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
・
プ
ー
ジ
ャ
ン

（
富
の
女
神
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
の
礼
拝
）:
新
婦
は

新
郎
の
家
に
富
と
吉
祥
を
も
た
ら
す
女
神
の
象

徴
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
︒
初
め
て
婚
家
に
入
る

と
き
は
︑
戸
口
の
上
に
米
を
満
た
し
た
升
を
置

き
︑
そ
れ
を
足
で
倒
し
て
家
に
入
る
︒
新
郎
の

母
親
が
花
嫁
花
婿
の
足
を
ミ
ル
ク
で
灌
頂
し
︑

二
人
に
燈
明
を
回
す
ア
ー
ル
テ
ィ
ー
と
い
う
儀

礼
を
行
う
︒
こ
の
時
花
嫁
は
必
ず
右
足
か
ら
家

に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒

結
び

マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
の
結
婚
式
は
儀
礼
に

始
ま
り
儀
礼
に
終
わ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
︒
儀
礼
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
象
徴
性
は

農
業
に
起
源
を
も
つ
よ
う
だ
︒
儀
礼
に
お
い
て

は
︑
豊
穣
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
︑
米
が
重

要
な
位
置
を
占
め
る
︒
ビ
ン
ロ
ウ
の
実
や
キ
ン

マ
の
葉
︑
コ
コ
ナ
ツ
︑
ウ
コ
ン
な
ど
も
儀
礼
に

欠
か
せ
な
い
︒
結
婚
儀
礼
は
子
孫
繁
栄
を
祈
願

す
る
重
要
な
通
過
儀
礼
で
あ
る
た
め
︑
縁
起
の

よ
い
も
の
が
用
い
ら
れ
る
︒

参
考
文
献

Sahasrabudhe,J.V.: kuryat sada M
angalam

, D
harm

ik 
Prakashan Sanstha, M

um
bai, 2010.

ド
ゥ
ー
教
徒
の
結
婚
式
の
象
徴
と
も
い
え
る
儀

礼
で
あ
る
︒
米
で
七
つ
の
小
山
を
作
り
︑
花
嫁

が
花
婿
の
エ
ス
コ
ー
ト
を
受
け
な
が
ら
︑
マ
ン

ト
ラ
︵
真
言
ま
た
は
お
経
︶
に
合
わ
せ
て
︑
右

足
で
一
つ
ず
つ
の
米
の
山
に
足
を
載
せ
る
︵
写

真
14
︶︒
第
一
歩
は
穀
物
の
豊
穣
の
た
め
に
︑

第
二
歩
は
活
力
︑
第
三
歩
は
富
と
繁
栄
︑
第
四

歩
は
家
族
の
幸
せ
︑
第
五
歩
は
家
畜
と
家
財
の

獲
得
︑
第
六
歩
は
六
つ
の
季
節
が
規
則
的
に

巡
っ
て
く
る
こ
と
を
︑
第
七
歩
は
互
い
の
固
い

絆
を
祈
願
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
︒
地
域
に
よ
っ
て
ま
た
宗
派
に
よ
っ
て
七
歩

で
祈
願
す
る
も
の
は
若
干
異
な
る
が
︑
総
じ
て

豊
穣
祈
願
と
い
う
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
︒

マ
ン
ガ
ラ
ー
シ
ュ
タ
カ
（
八
つ
の
聖
な
る
マ

ン
ト
ラ
）
＝
ム
フ
ー
ル
タ
（
吉
祥
な
る
時
刻
）:

米
を
一
握
り
盛
っ
た
二
枚
の
板
の
間
を
布
で
分

け
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
花
嫁
と
花
婿
が
立
つ
︵
写
真

15
︶︒
占
星
術
で
割
り
出
さ
れ
た
二
人
に
と
っ

て
の
吉
祥
な
る
時
刻
に
八
つ
の
マ
ン
ト
ラ
が
唱

え
ら
れ
︑
二
人
を
隔
て
て
い
た
布
が
取
り
除
か

れ
︑﹁
ニ
リ
ー
ク
シ
ャ
ン
︵
顔
合
わ
せ
の
儀
礼
︶﹂

と
な
る
︒
こ
の
時
︑
周
り
に
い
る
人
々
は
色
つ

き
の
米
の
シ
ャ
ワ
ー
を
二
人
に
振
り
か
け
る
︒

写真13：耳を引っ張る儀礼

写真14：サプタパディー

写真15：ムフールタ
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板
子
一
枚
下
は
地
獄
︒
航
海
は
危
険
と
隣
り

合
わ
せ
で
あ
る
︒
十
九
世
紀
に
は
世
界
の
船
乗

り
の
五
人
に
一
人
は
航
海
中
に
死
亡
し
て
い
た

と
云
わ
れ
る
︒
難
船
が
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語

る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
映
画
に
も
な
っ
た
タ
イ
タ

ニ
ッ
ク
号
は
氷
山
と
の
衝
突
に
よ
り
沈
没
し
た

が
︑
頻
度
に
お
い
て
難
船
の
原
因
と
し
て
よ
り

脅
威
と
な
る
の
が
嵐
で
あ
る
︒
戦
時
を
除
く
我

が
国
の
難
船
史
上
で
被
害
者
最
多
と
思
わ
れ
る

洞
爺
丸
︵
青
函
連
絡
船
︶
の
事
故
︵
一
九
五
四

年
︶
は
台
風
の
暴
風
︑
激
浪
に
よ
る
も
の
で
あ

り
︑
一
︑
一
五
五
人
が
犠
牲
と
な
る
大
惨
事
で

あ
っ
た
︒

嵐
に
襲
わ
れ
日
本
の
沿
岸
で
難
船
し
た
外
国

の
船
舶
に
ま
つ
わ
る
話
は
︑
乗
組
員
を
漂
着
し

た
土
地
の
住
民
が
救
助
し
た
の
類
い
の
美
談
も

含
め
て
︑
い
く
つ
か
語
ら
れ
て
き
て
い
る
︒
助

け
ら
れ
た
者
︑
そ
し
て
助
け
た
者
あ
り
で
︑
そ

こ
に
生
じ
た
縁
と
云
う
べ
き
も
の
は
︑
そ
の
後

ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
は
そ
の
よ

う
な
縁
の
舞
台
を
辿
っ
て
み
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
︒
対
象
と
な
る
の
は
︑
御
宿
︵
お
ん

じ
ゅ
く
︑
千
葉
県
︶︑
戸
田
︵
へ
だ
︑
静
岡

県
︶︑
そ
し
て
串
本
︵
く
し
も
と
︑
和
歌
山
県
︶

で
あ
る
︒︵
図
１
︶

御
宿

御
宿
に
は
関
東
地
方
有
数
の
海
水
浴
場
が
あ

り
︑
ま
た
童
謡
﹁
月
の
砂
漠
﹂
は
同
地
が
発
祥

だ
そ
う
だ
が
︑
御
宿
の
海
で
は
約
四
〇
〇
年
前

に
︑
嵐
で
流
さ
れ
て
き
た
外
国
船
が
遭
難
し
て

い
る
︒
そ
し
て
御
宿
は
︑
そ
の
船
が
向
か
っ
て

難船が結ぶ縁

 中 野 達 司

E S S AYい
た
太
平
洋
の
対
岸
に
あ
る
メ
キ
シ
コ
の
港

町
︑
ア
カ
プ
ル
コ
と
今
日
︑
姉
妹
都
市
の
関
係

に
あ
る
︒

一
六
〇
九
年
九
月
三
十
日
の
夜
︑
御
宿
の
田

尻
海
岸
で
一
隻
の
外
国
船
が
座
礁
し
破
船
し
た

︵
写
真
１
︶︒
ガ
レ
オ
ン
船
と
呼
ば
れ
た
ス
ペ
イ

ン
の
貿
易
船
︵
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
号
︶
で
︑

共
に
ス
ペ
イ
ン
領
で
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ

ニ
ラ
か
ら
メ
キ
シ
コ
︵
当
時
は
ヌ
エ
バ
・
エ
ス

パ
ー
ニ
ャ
︶
の
ア
カ
プ
ル
コ
に
向
か
う
途
中
︑

台
風
に
よ
る
暴
風
雨
に
遭
っ
て
漂
流
し
た
挙
句

の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
乗
組
員
三
七
三
人
が
海
に

投
げ
出
さ
れ
︑
五
六
人
が
犠
牲
と
な
る
︒
岸
に

辿
り
着
い
た
者
の
存
在
は
翌
朝
︑
土
地
の
人
の

知
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑
救
助
活
動
が
行
わ
れ

る
︒
一
寒
村
の
住
民
が
総
出
で
︑
異
国
の
遭
難

者
に
献
身
的
に
手
を
差
し
伸
べ
︑
可
能
な
限
り

の
衣
食
を
提
供
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒
救
助
さ

れ
た
者
は
そ
の
後
︑
同
地
を
治
め
る
大
多
喜

藩
︑
さ
ら
に
は
江
戸
幕
府
︵﹁
関
ケ
原
﹂
後
な
が

ら
﹁
大
阪
冬
・
夏
の
陣
﹂
の
前
の
こ
と
で
あ
っ

た
︶
に
保
護
さ
れ
る
︒

こ
の
難
船
者
の
中
に
は
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ィ
リ

ピ
ン
総
督
を
務
め
︑
任
が
明
け
て
帰
国
途
中
で

あ
っ
た
ロ
ド
リ
ゴ
・
デ
・
ビ
ベ
ロ
が
お
り
︑
彼

は
江
戸
︑
さ
ら
に
駿
府
を
訪
れ
︑
第
二
代
将

軍
︑
徳
川
秀
忠
︑
そ
し
て
大
御
所
︑
徳
川
家
康

に
謁
見
し
て
い
る
︒
家
康
の
計
ら
い
で
︑
デ
・

ビ
ベ
ロ
ら
難
船
者
は
︑
家
康
が
三
浦
按
針
︵
ウ

イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ズ
︶
に
造
ら
せ
た
船
で
︑

若
干
の
日
本
人
と
共
に
翌
年
︵
一
六
一
〇
年
︶

八
月
に
メ
キ
シ
コ
に
向
け
て
日
本
を
発
っ
て
い

る
︒
日
本
は
﹁
種
子
島
﹂
以
来
︑
既
に
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
︑
ス
ペ
イ
ン
人
と
は
ま
み
え
て
き
て
は

い
た
が
︑
徳
川
家
康
も
デ
・
ビ
ベ
ロ
も
そ
の
機

を
外
交
に
活
か
そ
う
と
し
︑
各
々
が
自
ら
の
政

治
的
思
惑
か
ら
動
き
︑
通
商
関
係
の
確
保
な
ど

を
目
論
む
が
︑
結
局
は
結
実
せ
ず
︑
や
が
て
日

本
は
二
〇
〇
年
以
上
に
及
ぶ
鎖
国
に
入
る
︒

こ
の
難
船
︑
そ
し
て
救
助
が
日
本
︑
ス
ペ
イ

ン
両
国
間
の
外
交
関
係
を
開
く
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
か
っ
た
が
︑
デ
・
ビ
ベ
ロ
が
そ
の
日

本
で
の
体
験
を
﹃
ド
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
の
日
本
見

聞
録
﹄
と
し
て
著
し
た
こ
と
で
︑
そ
の
難
船
に

ま
つ
わ
る
諸
事
は
日
本
側
の
記
録
︑
伝
承
と
共

に
後
々
ま
で
伝
わ
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
は
今

日
の
日
本
・
メ
キ
シ
コ
間
の
友
好
の
象
徴
的
な

礎
で
あ
る
︒
一
九
二
八
年
に
は
御
宿
の
漂
着
地写真1：デ・ビベロ一行の船が座礁した田尻海岸

図１：「地理院地図Vector」（国土地理院）
に基づき著者作成

ESSAY　難船が結ぶ縁



35 34KAYA KAYA

近
く
に
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
︑
今
日
そ
の
地
は

メ
キ
シ
コ
記
念
公
園
と
な
っ
て
い
る
︒
御
宿
町

と
メ
キ
シ
コ
の
ア
カ
プ
ル
コ
市
お
よ
び
テ
マ

チ
ャ
ル
コ
市
︵
デ
・
ビ
ベ
ロ
の
生
誕
地
︶
が
︑

ま
た
御
宿
の
近
く
の
大
多
喜
町
と
ク
エ
ル
ナ
バ

カ
市
︵﹁
常
春
の
地
﹂
と
呼
ば
れ
︑
メ
キ
シ
コ
有

数
の
保
養
地
で
あ
る
︒
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
キ
リ

ス
ト
教
弾
圧
の
犠
牲
と
な
っ
た
二
十
六
人
の
殉

教
者
の
壁
画
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
︶
は

姉
妹
都
市
の
関
係
を
築
い
て
い
る
︒

件
の
海
難
事
故
の
当
時
は
ス
ペ
イ
ン
領
で

あ
っ
た
メ
キ
シ
コ
は
一
八
二
一
年
に
独
立
す
る

が
︑
同
国
は
日
本
に
と
っ
て
世
界
の
中
で
特
に

友
好
的
な
関
係
に
あ
る
国
と
い
え
よ
う
︒﹁
黒

船
﹂
以
来
︑
日
本
は
欧
米
列
強
に
不
平
等
条
約

の
締
結
を
強
い
ら
れ
て
き
て
い
た
が
︑
一
八
八

八
年
に
メ
キ
シ
コ
と
結
ん
だ
日
墨
修
好
通
商
航

海
条
約
︵
墨
:
墨
西
哥
=
メ
キ
シ
コ
︶
は
日
本

が
外
国
と
締
結
し
た
最
初
の
平
等
条
約
だ
っ
た

と
云
わ
れ
る
︒
日
墨
両
国
は
一
九
七
〇
年
代
に

は
留
学
生
を
一
〇
〇
名
ず
つ
交
換
す
る
な
ど
の

関
係
で
あ
り
︵
こ
の
留
学
生
の
交
換
制
度
は
︑

規
模
は
縮
小
し
た
も
の
の
今
日
も
続
い
て
い

る
︶︑
ま
た
両
国
間
の
経
済
関
係
も
密
で
あ

り
︑
メ
キ
シ
コ
は
日
本
に
と
っ
て
経
済
連
携
協

定
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
次
ぐ
二
番
目
の
締
約
国

︵
二
〇
〇
五
年
発
効
︶で
あ
る
︒
そ
し
て
両
国
間

の
友
好
関
係
が
語
ら
れ
る
と
き
︑
メ
キ
シ
コ
独

立
以
前
の
︑
こ
の
御
宿
で
の
出
来
事
は
往
々
に

し
て
触
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
一
九
七
八
年

に
は
メ
キ
シ
コ
大
統
領
が
御
宿
を
訪
問
し
て
い

る
︵
写
真
２
︶︵
写
真
３
︶︒

御
宿
を
訪
れ
る
と
︑
同
地
の
メ
キ
シ
コ
と
の

関
係
深
し
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な

る
︒
御
宿
駅
か
ら
海
岸
方
面
に
伸
び
る
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
に
は
︑
同
地
を
訪
問
し
た
メ
キ
シ

コ
大
統
領
の
名
が
冠
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
道
を

駅
か
ら
歩
く
と
︑
メ
キ
シ
コ
の
姉
妹
都
市
と
の

関
係
を
記
し
た
看
板
が
あ
り
︑
そ
の
横
に
は
御

宿
町
歴
史
民
俗
資
料
館
が
あ
っ
て
︑
約
四
〇
〇

年
前
の
難
船
救
助
以
来
の
メ
キ
シ
コ
と
の
縁
に

ま
つ
わ
る
資
料
も
展
示
さ
れ
て
い
る
︵
写
真

４
︶︒
さ
ら
に
そ
の
通
り
の
先
に
は﹁
黒
沼
ユ
リ

子
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
家
・
日
本
メ
キ
シ
コ
友

写真２：メキシコ記念公園のメキシコ大統領来訪記念碑写真３：メキシコ記念公園内の「日西墨三国交通発祥記念之碑」（後方）および
「抱擁」像（低温状態で救助されたスペイン船乗組員を御宿（岸和田村）の女性
が自分の体温で温めた、という言い伝えを表した像。メキシコからの寄贈）

好
の
家
﹂
が
あ
る
︵
写
真
５
︶︒
か
つ
て
メ
キ
シ

コ
に
居
住
し
て
子
供
に
音
楽
を
教
え
︑﹃
メ
キ
シ

コ
か
ら
の
手
紙
﹄︵
岩
波
新
書
︶
の
著
者
と
し
て

も
知
ら
れ
る
名
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
黒
沼
ユ
リ

子
氏
は
今
日
︑
日
本
で
活
動
し
︑
メ
キ
シ
コ
と

の
交
流
を
積
極
的
に
進
め
て
い
る
が
︑
そ
の
拠

点
は
御
宿
で
あ
る
︒

戸
田

静
岡
県
沼
津
市
戸
田
︵
か
つ
て
は
田
方
郡
戸

田
村
︶
は
伊
豆
半
島
の
駿
河
湾
側
北
端
近
く
に

位
置
し
︑
巾
着
状
の
内
湾
︵
戸
田
湾
︶
を
擁
す

る
天
然
の
良
港
で
あ
り
︑
伝
統
的
に
漁
業
が
盛

ん
で
あ
る
︵
写
真
６
︶︒
戸
田
港
所
属
の
遠
洋
漁

船
団
が
一
九
六
五
年
に
マ
リ
ア
ナ
諸
島
域
に
お

い
て
台
風
で
遭
難
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
難
船

の
歴
史
も
あ
る
︒
今
日
は
駿
河
湾
深
海
の
海
産

物
を
供
す
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
︑
温
泉
地
と
し

て
観
光
業
も
振
興
さ
れ
て
い
る
︒
戸
田
の
湾
口

か
ら
眺
望
す
る
富
士
山
は
絶
景
と
の
評
価
も
高

い
︒
そ
の
戸
田
は
江
戸
末
期
に
ロ
シ
ア
と
縁
が

あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
難
船
と
関
わ
る
も
の
で

あ
っ
た
︒

一
八
五
四
年
十
二
月
二
十
三
日
︑
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
八
・
四
と
推
定
さ
れ
る
地
震
︑
そ
し

て
そ
れ
に
伴
う
津
波
が
本
州
太
平
洋
岸
で
起
こ

り
︑﹁
安
政
の
東
海
大
地
震
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
そ

の
前
年
に﹁
黒
船
﹂で
浦
賀
沖
に
現
れ
た
ペ
リ
ー

に
よ
る
米
国
か
ら
の
開
国
要
求
に
応
じ
︑
揺
れ

る
江
戸
幕
府
は
︑
一
方
で
ロ
シ
ア
か
ら
の
同
様

の
要
求
に
対
処
し
て
い
る
最
中
で
も
あ
っ
た
︒

軍
艦
デ
ィ
ア
ナ
号
で
来
訪
し
た
プ
チ
ャ
ー
チ
ン

率
い
る
ロ
シ
ア
と
江
戸
幕
府
の
交
渉
が
伊
豆
︑

下
田
に
お
い
て
始
ま
っ
た
の
は
︑
そ
の
地
震
の

前
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
下
田
は
そ
の
地
震
と
そ

れ
に
伴
う
津
波
で
﹁
全
戸
数
八
五
六
戸
中
八
一

三
戸
が
流
失
﹂
と
の
記
録
も
あ
る
よ
う
な
甚
大

な
被
害
を
蒙
り
︑
ロ
シ
ア
側
は
下
田
沖
に
停
泊

し
て
い
た
デ
ィ
ア
ナ
号
に
お
い
て
︑
そ
の
津
波

に
よ
る
被
害
に
遭
っ
て
い
る
︒
水
兵
一
名
が
犠

牲
と
な
っ
た
が
︑
ま
た
デ
ィ
ア
ナ
号
の
船
体
の

損
傷
著
し
く
︑
修
理
を
要
す
る
状
態
と
な
る
︒

下
田
に
お
い
て
修
理
す
る
こ
と
に
︑
ク
リ
ミ

ア
戦
争
下
ゆ
え
︑
敵
国
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
︑

写真5：独特の色彩の「黒沼ユリ子のヴァイオリンの家・日本メ
キシコ友好の家」

写真４：御宿町歴史民俗資料館。サン・フランシスコ号難船
に関する資料も展示されている。
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あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
や
士
官

ら
は
寺
院
に
︑
水
兵
は
そ
れ
用
に
新
築
さ
れ
た

長
屋
を
宿
所
と
し
た
︵
写
真
8
︶︒

デ
ィ
ア
ナ
号
の
一
行
は
三
班
に
分
か
れ
て
帰

国
の
途
に
就
く
が
︑
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
ら
は
完
成

後
間
も
な
い
ヘ
ダ
号
に
五
月
八
日
に
乗
船
し
て

帰
国
を
果
た
し
て
い
る
︒︵
他
の
二
班
の
う
ち
ヘ

ダ
号
以
前
に
米
国
船
に
よ
り
帰
国
し
た
一
行
が

あ
っ
た
一
方
︑
最
後
と
な
っ
た
班
は
ド
イ
ツ
船

を
利
用
し
た
が
︑
イ
ギ
リ
ス
船
に
拿
捕
さ
れ
帰

国
ま
で
一
年
近
く
を
要
し
て
い
る
︒︶プ
チ
ャ
ー

チ
ン
の
下
田
来
訪
の
目
的
は
戸
田
で
の
滞
在
期

間
中
に
達
成
さ
れ
︑
下
田
に
お
い
て
日
露
和
親

条
約
が
一
八
五
五
年
二
月
七
日
に
調
印
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑
ヘ
ダ
号
の
建
造
が
日
本
の
造
船

史
上
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
実
に
大
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
ら
を
功
績
と
認
め
ら

れ
た
ゆ
え
か
︑
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
は
維
新
後
の
一

八
八
一
年
︑
明
治
政
府
か
ら
叙
勲
︵
勲
一
等
旭

日
大
綬
章
授
与
︶
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
翌
々

年
に
没
す
る
が
︑
一
八
八
七
年
に
は
プ
チ
ャ
ー

チ
ン
の
息
女
が
戸
田
を
訪
問
し
︑
同
地
へ
の
謝

意
を
表
明
し
て
い
る
︒

戸
田
︵
そ
し
て
下
田
︑
宮
島
村
︶
を
舞
台
と

す
る
こ
の
一
件
を
辿
る
と
︑
そ
の
延
長
線
上
に

日
露
友
好
を
考
え
た
く
な
る
が
︑
現
実
は
甘
く

な
い
︒
戸
田
と
ソ
連
時
代
を
含
む
ロ
シ
ア
と
の

友
好
関
係
は
続
い
て
来
て
い
る
と
聞
く
が
︑
国

政
レ
ベ
ル
の
関
係
は
決
し
て
良
好
に
推
移
し
て

い
る
と
は
い
え
な
い
︒
日
露
戦
争
あ
り
︑
第
二

次
世
界
大
戦
末
の
ソ
連
に
よ
る
対
日
参
戦
あ
り

で
︑
い
ま
だ
に
日
露
間
で
は
平
和
条
約
が
締
結

さ
れ
ず
︑
所
謂
北
方
四
島
を
め
ぐ
る
領
土
問
題

は
解
決
か
ら
ほ
ど
遠
い
︒

斯
様
に
国
家
間
の
関
係
に
は
厳
し
い
も
の

が
あ
る
が
︑
戸
田
造
船
郷
土
資
料
博
物
館
の

入
り
口
に
﹁
幕
末
戸
田
村
に
の
こ
さ
れ
た
歴
史

︱
西
洋
型
船
ヘ
ダ
号
の
建
造
︱
　
日
本
人
と

ロ
シ
ア
人
の
友
愛
﹂︵
写
真
９
︶
と
あ
る
︒
あ
の

フ
ラ
ン
ス
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
警
戒
す
る
ロ
シ

ア
が
難
色
を
示
し
︑
結
果
と
し
て
同
じ
伊
豆
に

あ
っ
て
外
洋
に
目
立
ち
難
い
戸
田
が
修
理
地
と

な
る
︒
破
損
し
た
船
舶
を
伊
豆
半
島
相
模
湾
側

の
下
田
か
ら
駿
河
湾
奥
部
に
あ
る
戸
田
ま
で
移

動
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
が
︑
応
急
修

理
を
施
し
一
八
五
五
年
一
月
十
四
日
︑
デ
ィ
ア

ナ
号
は
下
田
を
出
航
す
る
︒

翌
日
︑
伊
豆
半
島
西
岸
を
航
行
中
︑
時
化
に

見
舞
わ
れ
損
傷
が
生
じ
︑
戸
田
へ
の
入
港
能
わ

ず
︑
漂
流
し
て
駿
河
湾
最
奥
部
の
沖
合
に
停
泊

す
る
に
至
る
︒
動
員
さ
れ
た
近
く
の
漁
民
ら
に

よ
っ
て
乗
組
員
は
全
員
救
助
さ
れ
宮
島
村
︵
今

日
は
富
士
市
に
属
す
る
︶
に
上
陸
し
︑
荷
物
も

陸
揚
げ
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
デ
ィ
ア
ナ
号
の
船
体

︵
排
水
量
二
︑
〇
〇
〇
ト
ン
で
あ
り
︑
当
時
の

日
本
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
桁
違
い
の
巨
艦
で

あ
っ
た
︶
は
戸
田
に
曳
航
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
︒
漁
民
の
漕
ぐ
小
舟
︵
一
〇
〇
艘
ほ
ど
と
も

伝
わ
る
︶
に
よ
っ
て
曳
航
さ
れ
る
途
中
︑
巨
浪

に
よ
っ
て
曳
航
不
能
と
な
り
︑
デ
ィ
ア
ナ
号
は

沈
没
す
る
︒

プ
チ
ャ
ー
チ
ン
ら
五
〇
〇
名
を
超
す
ロ
シ
ア

人
一
行
は
陸
路
で
戸
田
に
向
か
い
︑
一
月
二
十

四
日
に
到
着
し
︑
其
処
に
翌
一
八
五
五
年
五
月

初
め
ま
で
滞
在
し
︑
代
艦
︵
ヘ
ダ
号
と
称
さ
れ

る
︶
を
韮
山
代
官
や
沼
津
藩
主
の
応
援
も
得
て

建
造
す
る
こ
と
と
な
る
︒
乗
組
員
の
所
持
品
に

あ
っ
た
船
舶
設
計
図
を
参
考
に
し
て
ロ
シ
ア
の

技
術
将
校
ら
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
︑
付
近
で
調

達
で
き
る
木
材
や
江
戸
か
ら
送
ら
れ
た
造
船
用

資
材
な
ど
を
用
い
て
︑
戸
田
や
近
隣
の
船
大
工

ら
に
よ
っ
て
西
洋
式
帆
船
ヘ
ダ
号
︵
排
水
量
八

七
ト
ン
︶
は
約
三
ヶ
月
で
完
成
さ
れ
る
︵
写
真

７
︶︒以

上
が
デ
ィ
ア
ナ
号
沈
没
の
︑
そ
し
て
代
替

艦
ヘ
ダ
号
建
造
の
雑
駁
な
経
緯
で
あ
る
︒
設
計

図
と
い
う
も
の
に
従
っ
て
造
船
す
る
経
験
の
な

い
船
大
工
が
︑
言
語
や
度
量
衡
の
ハ
ン
デ
ィ
を

乗
り
越
え
︑
伝
統
的
な
技
術
と
道
具
で
︑
堂
々

た
る
西
洋
型
帆
船
を
建
造
し
た
こ
と
は
驚
嘆
に

値
し
よ
う
︒
ま
た
そ
の
建
造
の
間
の
ロ
シ
ア
人

の
生
活
を
支
え
た
日
本
側
の
︑
と
り
わ
け
戸
田

の
人
々
の
対
応
に
も
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
が

写真６：戸田湾奥から湾口を望む。狭い湾口の手前には巾着のような湾が広がる。

写真7：戸田造船郷土資料博物館に展示されているヘダ号の模型

写真８：ロシア人の宿所となった宝泉寺（右側）および本善寺。宝泉寺にはプチャーチン
ら高位の者が、本善寺にはそれ以外の士官が宿泊した。

ESSAY　難船が結ぶ縁
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時
代
に
ロ
シ
ア
人
と
い
う
異
文
化
の
人
を
受

け
入
れ
︑
さ
ら
に
技
術
的
な
問
題
も
工
夫
し
て

日
本
で
初
と
な
る
西
洋
式
帆
船
を
ロ
シ
ア
人
の

た
め
に
建
造
し
た
︑
戸
田
の
人
々
の
心
と
匠
は

今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
︒

　

串
本

本
州
最
南
端
︑
潮
岬
が
属
す
る
和
歌
山
県
串

本
町
の
串
本
節
に
﹁
こ
こ
は
串
本
︑
向
い
は
大

島
︑
仲
を
取
り
持
つ
巡
航
船
﹂
と
あ
る
が
︑
そ

の
大
島
︵
以
前
は
東
牟
婁
郡
大
島
村
︶
の
岩
礁

で
︑
一
八
九
〇
年
九
月
十
六
日
夜
︑
ト
ル
コ
の

軍
艦
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
が
座
礁
す
る
︒

沖
を
通
過
す
る
筈
で
あ
っ
た
同
号
は
︑
台
風

の
暴
風
雨
に
遭
遇
し
︵
こ
の
台
風
に
あ
っ
て
は

日
本
の
船
舶
も
四
国
沖
で
複
数
沈
没
し
て
い

る
︶︑
大
島
最
東
部
の
樫
野
崎
灯
台
付
近
の
岩

礁
に
衝
突
し
て
破
船
し
︑
ま
た
爆
発
も
起
こ
っ

た
と
さ
れ
る
︒
船
は
沈
没
し
︑
六
五
〇
名
以
上

の
乗
組
員
の
う
ち
五
八
〇
余
名
が
死
亡
す
る
︒

岸
に
達
し
た
生
存
者
の
中
に
崖
を
よ
じ
登
っ
て

現
地
の
人
に
助
け
を
求
め
た
者
が
い
た
こ
と

で
︑
事
故
は
知
ら
れ
る
に
至
る
︵
写
真
10
︶︵
写

真
11
︶︒

上
陸
し
た
者
六
十
九
名
は
全
員
︑
同
夜
か
ら

出
動
し
た
大
島
村
の
村
民
ら
に
救
助
さ
れ
る
︒

村
長
ら
の
指
揮
の
下
︑
村
中
の
医
者
が
協
力

し
︑
寺
院
を
救
護
所
と
し
︑
村
民
は
労
働
の
み

な
ら
ず
︑
な
け
な
し
の
食
物
や
衣
料
を
供
し

て
︑
言
葉
も
通
じ
な
い
異
国
の
遭
難
者
を
助
け

る
︒
ま
た
︑
遺
体
を
捜
索
し
︑
収
容
し
て
埋
葬

写真9：戸田造船郷土資料博物館二階入り口

写真10：エルトゥールル号はこの岩礁で破船。水平線付近に航行す
る船が見えるが、嵐に遭わなければエルトゥールル号もこのように通過
しただけであった。

写真11：樫野崎灯台。件の難船の夜も海に光を送っていた。

し
た
と
さ
れ
る
︒

エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
日
本
へ
の
航
海
の
目

的
の
一
つ
は
︑
そ
の
三
年
前
に
ト
ル
コ
︵
当
時

は
オ
ス
マ
ン
帝
国
︶
を
日
本
皇
族
が
訪
問
し
た

こ
と
な
ど
へ
の
返
礼
で
あ
っ
た
︒
東
京
で
特
使

が
天
皇
に
謁
見
し
︑
所
期
の
目
的
を
果
た
し
て

の
帰
路
︑
横
浜
か
ら
神
戸
に
向
か
う
途
中
︑
同

号
は
遭
難
し
た
︒
辛
く
も
命
を
長
ら
え
た
者
は

大
島
か
ら
海
路
で
神
戸
に
送
ら
れ
︑
同
地
で
天

皇
派
遣
の
医
師
に
よ
っ
て
治
療
を
施
さ
れ
た

後
︑
日
本
の
軍
艦
に
よ
り
ト
ル
コ
に
送
り
届
け

ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
ト
ル
コ
人
の
悲
劇
は
日
本
国
内
で
大
き

く
報
じ
ら
れ
︑
多
く
の
義
捐
金
が
寄
せ
ら
れ
た

と
伝
わ
る
︒
ま
た
︑
海
岸
や
海
底
か
ら
回
収
さ

れ
た
物
品
︑
遺
品
も
ト
ル
コ
に
送
り
届
け
ら
れ

て
い
る
︒
大
島
村
は
事
故
の
半
年
後
に
樫
野
崎

の
殉
難
者
墳
墓
に
墓
碑
︵
土
国
軍
艦
遭
難
之

碑
︑
土
:
土
耳
古
=
ト
ル
コ
︶
を
建
て
て
慰
霊

し
︑
一
九
三
七
年
に
は
新
慰
霊
碑
が
ト
ル
コ
の

拠
出
で
建
て
ら
れ
︑﹁
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
遭
難

五
十
周
年
追
悼
祭
﹂
が
前
倒
し
で
執
り
行
わ
れ

て
い
る
︵
写
真
12
︶︒
慰
霊
祭
は
今
日
も
五
年
毎

に
催
さ
れ
︑
ま
た
地
元
の
大
島
小
学
校
︵
旧
樫

野
小
学
校
︶
の
生
徒
が
墓
地
の
清
掃
を
続
け
て

い
る
と
い
う
︒

一
方
ト
ル
コ
で
は
︑
大
島
︵
串
本
︶
の
人
々

の
献
身
的
な
救
助
が
広
く
伝
わ
り
︑
政
府
が
物

心
両
面
の
形
で
謝
意
を
表
し
て
い
る
︒
日
本
か

ら
義
捐
金
を
届
け
に
ト
ル
コ
を
訪
問
し
た
者

は
︑
外
交
関
係
の
礎
と
な
る
よ
う
現
地
で
日
本

語
を
教
え
る
こ
と
を
請
わ
れ
た
と
い
う
︒
そ
し

て
日
本
と
い
う
遠
方
の
国
の
︑
心
あ
る
対
応
に

国
民
が
感
謝
の
念
を
抱
く
に
至
っ
て
い
る
と
さ

れ
︑
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
乗
組
員
救
助
の
話
は

小
学
校
の
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

上
述
の
一
九
三
七
年
の
新
慰
霊
碑
建
立
は
︑
当

時
の
大
統
領
︵
共
和
国
建
国
の
父
と
慕
わ
れ
る

ケ
マ
ル
・
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
︶
が
日
本
の
対
応
に

感
激
し
︑
命
を
下
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
出
来
事
か
ら
一
世
紀
後
︑
イ
ラ
ン
・
イ

ラ
ク
戦
争
時
の
一
九
八
五
年
三
月
十
七
日
に
イ

ラ
ク
大
統
領
か
ら
﹁
四
十
八
時
間
の
猶
予
期
限

以
降
︑
イ
ラ
ン
上
空
を
航
行
禁
止
区
域
と
し
︑

イ
ラ
ン
上
空
を
航
行
す
る
す
べ
て
の
航
空
機
を

無
差
別
に
攻
撃
す
る
﹂
と
の
声
明
が
発
せ
ら

れ
︑
イ
ラ
ン
在
住
の
外
国
人
は
期
限
内
に
出
国

し
よ
う
と
す
る
︒
殆
ど
の
日
本
人
に
と
っ
て
利

用
で
き
る
飛
行
便
が
な
く
︑
頼
り
の
故
国
︑
日

本
か
ら
の
救
出
機
は
派
遣
さ
れ
ず
︑
絶
望
迫
る

中
︑
ト
ル
コ
が
ト
ル
コ
航
空
の
最
終
定
期
便
の

前
に
も
う
一
機
︑
臨
時
便
を
テ
ヘ
ラ
ン
に
飛
ば

写真12：トルコ軍艦遭難慰霊碑。難船のあった海を見下ろして立っている。左端
は1891年建立の「土国軍艦遭難之碑」である。
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す
こ
と
に
な
り
︑
二
一
五
名
の
日
本
人
が
救
出

さ
れ
る
︒
二
機
目
が
テ
ヘ
ラ
ン
を
離
陸
し
た
の

は
三
月
十
九
日
十
九
時
三
十
分
︑
期
限
ま
で
残

り
一
時
間
と
い
う
き
わ
ど
さ
で
あ
っ
た
︒

在
イ
ラ
ン
の
日
本
大
使
が
ト
ル
コ
大
使
を
通

じ
︑
ま
た
在
ト
ル
コ
の
企
業
駐
在
員
が
直
接
ト

ル
コ
首
相
に
助
け
を
求
め
た
結
果
︑
そ
の
臨
時

便
は
飛
ば
さ
れ
た
︒
イ
ラ
ン
内
に
は
空
路
は
叶

わ
ず
陸
路
ト
ル
コ
に
逃
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
ト
ル
コ
人
が
い
た
中
で
︑
ト
ル
コ
政
府
は

自
国
民
よ
り
日
本
人
の
救
出
を
優
先
し
た
︒
そ

れ
に
対
し
て
の
ト
ル
コ
国
民
の
非
難
は
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
五
年
後
の
湾
岸
戦
争

時
に
も
︑
ト
ル
コ
は
イ
ラ
ク
の
人
質
と
な
っ
た

日
本
人
解
放
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
日

本
を
助
け
る
計
ら
い
を
し
て
い
る
︒

外
国
に
つ
い
て
親
日
的
と
か
親
日
国
と
い
っ

た
表
現
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
何
を

も
っ
て
親
日
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
思
い
込

み
の
要
素
も
無
き
に
し
も
非
ず
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
少
な
く
と
も
ト
ル
コ
が
親
日
国
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
は
首
肯
し
た
い
︒
ト
ル
コ
人

へ
の
﹁
好
き
な
国
﹂
を
答
え
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で

日
本
は
上
位
だ
と
い
う
︒
ト
ル
コ
は
北
の
隣

国
︑
ロ
シ
ア
に
難
儀
し
た
国
ゆ
え
に
︑
ロ
シ
ア

と
何
か
と
因
縁
の
あ
る
日
本
に
対
し
て
の
好
感

度
が
高
い
と
も
聞
く
が
︑
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号

の
一
件
は
ト
ル
コ
が
親
日
で
あ
る
こ
と
に
大
い

に
関
与
し
て
い
そ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
第
一
次

世
界
大
戦
時
に
ロ
シ
ア
の
捕
虜
と
な
り
シ
ベ
リ

ア
に
送
ら
れ
て
い
た
ト
ル
コ
人
を
︑
ロ
シ
ア
革

命
後
に
日
本
が
海
路
ト
ル
コ
に
帰
還
さ
せ
た
と

い
う
史
実
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た

い
︒
そ
の
事
業
を
指
揮
し
た
旧
日
本
軍
の
軍
人

が
︑
外
交
上
の
問
題
を
含
む
如
何
な
る
困
難
が

あ
っ
て
も
搬
送
対
象
の
ト
ル
コ
人
を
と
こ
と
ん

守
り
ぬ
い
た
と
い
う
こ
と
で
︑
ト
ル
コ
に
お
い

て
人
道
的
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
と
聞

く
︒御

宿
と
メ
キ
シ
コ
︑
戸
田
と
ロ
シ
ア
︑
串
本

と
ト
ル
コ
︑
何
れ
も
難
船
が
あ
っ
て
縁
が
生
じ

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
御
宿
︑
戸
田
︑
串
本
の
何

れ
に
お
い
て
も
︑
そ
の
縁
は
大
切
に
さ
れ
て
い

写真13：トルコ記念館。エルトゥールル号遭難に関する資料も
多数展示されている。

写真14：串本市内のホテル（串本ロイヤルホテル）のロビー付近の壁

る
︒
で
は
相
手
の
側
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
そ

れ
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
各
々
言
及

し
た
が
︑
串
本
と
ト
ル
コ
の
関
係
は
特
筆
す
べ

き
も
の
と
思
え
る
︒
串
本
町
は
ト
ル
コ
と
の
縁

を
殊
の
外
大
切
に
し
て
お
り
︑
件
の
難
船
地
近

く
に
は
ト
ル
コ
記
念
館
︵
写
真
13
︶
が
一
九
七
四

年
に
建
設
さ
れ
︑
同
町
を
訪
れ
る
と
﹁
親
ト
ル

コ
﹂
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
る
︵
写
真
14
︶︒

ト
ル
コ
の
側
の
串
本
へ
の
思
い
も
小
さ
か
ら

ず
で
あ
る
よ
う
で
︑
ト
ル
コ
の
二
つ
の
都
市
が

串
本
と
姉
妹
都
市
と
な
る
な
ど
し
て
い
る
︒
さ

ら
に
彼
の
国
の
日
本
と
い
う
国
に
対
す
る
好
感

度
の
高
さ
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
り
︑
ま
た
両

国
の
関
係
は
す
こ
ぶ
る
良
好
に
て
推
移
し
て
き

て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル

ル
号
や
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
時
の
ト
ル
コ
航

空
機
の
話
な
ど
︑
日
本
で
も
映
画
に
な
っ
た
り

テ
レ
ビ
番
組
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
し
て
は
い

る
も
の
の
︑
彼
我
の
︑
相
手
に
対
す
る
評
価
に

は
温
度
差
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
︒
と
も
あ

れ
︑
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
難
船
以
来
の
縁
は
確

実
に
今
日
に
生
き
て
い
る
︒

︵
御
宿
お
よ
び
戸
田
に
つ
い
て
の
江
戸
時
代
の
出
来
事
に

関
し
て
は
︑
そ
の
日
付
は
和
暦
で
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
を

陽
暦
に
改
め
て
記
し
た
︒
ま
た
︑
写
真
7
お
よ
び
9
は
戸

田
造
船
郷
土
資
料
博
物
館
の
許
可
を
得
て
撮
影
し
た
も
の

で
あ
る
︒︶
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STORY
シ
ャ
ク
銅
像

高
山
陽
子

A
 B

R
ON

ZE STATU
E

銅
像
よ
も
や
ま
話 

9

写真1：墨俣一夜城と
秀吉像

﹁
お
じ
ゃ
る
丸
︑
シ
ャ
ク
返
せ
！
﹂
で
知
ら
れ

る
シ
ャ
ク
は
︑
漢
字
で
﹁
笏
﹂
と
書
く
︒
シ
ャ

ク
は
中
国
か
ら
伝
わ
り
︑
男
性
が
束
帯
を
着
た

際
︑
威
儀
を
整
え
る
た
め
右
手
に
持
っ
た
︒
束

帯
は
平
安
時
代
以
降
の
公
家
の
正
装
で
あ
る
か

ら
︑
古
来
の
正
装
姿
の
銅
像
に
は
シ
ャ
ク
が
つ

き
も
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
墨
俣
一
夜
城
の
豊
臣
秀
吉
像
︵
写

真
1
︶
や
︑
足
利
の
足
利
尊
氏
像
︵
写
真
2
︶
な

ど
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
シ
ャ
ク
を
持
つ
銅
像
を

本
稿
で
は
︑
便
宜
的
に
シ
ャ
ク
銅
像
を
記
す
︒

な
お
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
王
が
戴
冠
式
に
持
つ

の
も
笏
︵
王
笏
︑
帝
笏
︶
と
い
う
が
︑
王
笏
銅

像
は
今
回
は
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
︒

鹿
児
島
県
の
照
国
神
社
に
は
︑
薩
摩
藩
藩

主
・
島
津
斉
彬
︵
一
八
〇
九
~
一
八
五
八
︶︵
写

写真2：足利尊氏像

右　写真3：島津斉彬像
左　写真4：島津忠義像

銅像よもやま話　9
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真
3
︶
と
島
津
久
光
︵
一
八
一
七
~
一
八
八
七
︶

の
シ
ャ
ク
銅
像
が
あ
る
︒
同
神
社
に
は
︑
島
津

忠
義
︵
一
八
四
〇
~
一
八
九
七
︶
の
銅
像
も
あ

る
が
︑
こ
ち
ら
は
大
礼
服
の
姿
で
あ
る
︵
写
真

4
︶︒
そ
れ
は
︑
一
八
七
二
年
︑
直
垂
や
狩
衣

な
ど
が
廃
止
さ
れ
︑
西
洋
式
の
大
礼
服
が
正
装

と
し
て
導
入
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒

シ
ャ
ク
は
︑
臣
下
用
と
天
皇
用
に
分
け
ら
れ

る
︒
基
本
的
に
臣
下
用
は
上
下
と
も
円
形
︑
天

皇
用
は
上
下
方
形
で
あ
る
が
︑
神
事
の
際
に
は

上
円
下
方
を
用
い
る
︒
奈
良
時
代
末
期
の
﹁
宇

佐
八
幡
宮
神
託
事
件
﹂
で
知
ら
れ
る
和
気
清
麻

呂
︵
写
真
5
︶
は
︑
上
下
方
形
の
シ
ャ
ク
を
持

つ
︒八

世
紀
︑
僧
侶
の
弓
削
道
鏡
は
孝
謙
天
皇
の

寵
愛
を
得
て
太
政
大
臣
と
な
り
︑
天
皇
の
地
位

も
望
む
よ
う
に
な
っ
た
︒
道
鏡
に
譲
位
す
れ
ば

天
下
太
平
と
な
る
と
い
う
宇
佐
八
幡
神
宮
の
神

託
を
告
げ
た
と
こ
ろ
︑
孝
謙
天
皇
は
清
麻
呂
を

宇
佐
に
派
遣
す
る
︒
清
麻
呂
は
死
刑
を
覚
悟
し

て
道
鏡
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
清

麻
呂
は
大
隅
国
︵
現
︑
鹿
児
島
︶
に
流
さ
れ
る

が
︑
道
鏡
失
脚
後
︑
都
に
戻
り
︑
平
安
遷
都
に

尽
力
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
天
皇
に
忠
実
で
あ
り
続
け
た
清

麻
呂
の
肖
像
画
は
︑
一
八
九
〇
年
発
行
の
一
〇

円
札
に
印
刷
さ
れ
た
ほ
か
︑
軍
票
に
も
用
い
ら 写真6：菅原道真像

写真5：和気清麻呂像

れ
た
︒
清
麻
呂
の
銅
像
の
建
立
は
︑
一
九
四
〇

年
の
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
事
業
と
し
て
計
画

さ
れ
た
︒
当
時
︑
清
麻
呂
と
楠
木
正
成
は
﹁
文

武
の
二
忠
臣
﹂
と
見
な
さ
れ
た
が
︑
元
々
︑
武

神
と
し
て
の
正
成
と
相
対
す
る
の
は
菅
原
道
真

で
あ
っ
た
︒

そ
の
た
め
︑
一
九
二
二
年
︑
道
真
像
の
建
設

計
画
が
立
ち
上
が
り
︑
渡
辺
長
男
が
制
作
を
担

当
し
た
︒
道
真
像
は
︑
皇
居
外
苑
に
設
置
す
る

は
ず
で
あ
っ
た
が
︑
宮
内
庁
に
断
ら
れ
て
し

ま
っ
た
︒
結
局
︑
一
九
三
七
年
︑
高
尾
の
御
衣

公
園
︵
現
︑
高
尾
天
神
社
︶
の
高
台
に
落
ち
着

い
た
︒
高
さ
は
台
座
を
含
め
て
一
四
・
五
メ
ー

ト
ル
も
あ
る
巨
大
な
シ
ャ
ク
銅
像
で
あ
る
︵
写

真
6
︶︒

北
野
天
満
宮
や
太
宰
府
天
満
宮
な
ど
︑
各
地

に
道
真
を
祀
る
天
満
宮
が
あ
る
も
の
の
︑
道
真

の
銅
像
そ
の
も
の
は
少
な
い
︒
一
般
的
に
天
満

宮
に
鎮
座
す
る
の
は
臥
牛
の
像
で
あ
る
︵
写
真

7
︶︒
天
満
宮
に
牛
の
像
が
あ
る
は
︑
道
真
が

丑
年
生
ま
れ
で
あ
る
な
ど
︑
所
説
あ
る
︒
今
で

は
︑
天
満
宮
の
臥
牛
を
撫
で
る
と
病
気
が
治

る
︑
頭
が
よ
く
な
る
︑
縁
起
が
よ
い
と
信
じ
ら

れ
て
い
る
︒

学
問
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
道
真
は
︑
平

安
時
代
中
期
の
学
者
・
政
治
家
で
あ
る
︒
菅
原

家
は
代
々
学
者
の
家
で
︑
道
真
も
幼
い
こ
ろ
か

ら
漢
学
を
学
び
︑
三
三
歳
の
若
さ
で
文
章
博
士

︵
学
者
の
最
高
位
︶と
な
っ
た
︒
道
真
は
︑
唐
の

弱
体
化
を
理
由
と
し
に
遣
唐
使
を
廃
止
し
︑
国

風
文
化
の
展
開
に
大
き
く
貢
献
し
た
︒
こ
う
し

た
躍
進
が
周
囲
の
ね
た
み
を
買
い
︑
道
真
は
右

大
臣
の
藤
原
時
平
の
策
略
に
は
ま
る
︒
九
〇
一

年
︑
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
︑
九
〇
三
年
に
大
宰

府
で
死
亡
し
た
︒
す
る
と
︑
京
で
は
次
々
と
不

幸
が
起
こ
っ
た
︒
そ
の
原
因
を
道
真
の
怨
霊
で

あ
る
と
恐
れ
た
人
び
と
は
︑
道
真
を
天
神
様
と

し
て
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
や
が
て
︑
怨
霊
と

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
薄
れ
︑
生
前
の
神
童
の
イ

メ
ー
ジ
が
強
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

銅
像
に
と
っ
て
︑
生
前
の
身
分
を
表
す
衣
服

は
重
要
で
あ
る
︒
衣
服
と
同
様
に
手
に
持
つ
も

の
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
︒
シ
ャ
ク
以
外
に

銅
像
は
何
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

二
〇
〇
四
年
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
千
円
札

の
顔
と
な
っ
た
野
口
英
世
︵
一
八
七
六
~
一
九

二
八
︶
の
銅
像
は
︑
上
野
の
国
立
科
学
博
物
館

前
に
立
つ
︵
写
真
8
︶︒
実
験
中
の
姿
で
試
験
管

を
持
っ
た
姿
を
し
て
い
る
︒
台
座
の
プ
レ
ー
ト

写真7：大宰府天満宮
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に
は
ラ
テ
ン
語
で
﹁
Ｐ
Ｒ
Ｏ
　
Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
　
Ｈ

Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｉ
　
Ｇ
Ｒ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
︵
人
類
の
幸

福
の
た
め
に
︶﹂
と
刻
ま
れ
て
い
る
︒

細
菌
学
者
で
あ
っ
た
野
口
英
世
は
︑﹁
黄
熱
病

の
ワ
ク
チ
ン
を
作
っ
た
﹂
と
語
ら
れ
る
︒
野
口

は
︑
一
九
一
一
年
︑
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
医
学
研

究
所
で
梅
毒
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
の
純
粋
培
養
に
成

功
し
た
と
発
表
す
る
︒
一
九
一
三
年
に
小
児
麻

痺
の
病
原
体
と
狂
犬
病
の
病
原
体
︑
さ
ら
に
︑

一
九
一
八
年
に
は
黄
熱
病
の
病
原
体
を
発
見
し

た
と
そ
れ
ぞ
れ
発
表
す
る
︒

し
か
し
︑
小
児
麻
痺
と
狂
犬
病
︑
黄
熱
病
の

病
原
は
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
︑
梅

毒
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
培
養
の
業
績
も
後
に
否
定
さ

れ
た
︒
前
者
の
誤
り
の
原
因
の
一
つ
は
︑
顕
微

鏡
に
あ
っ
た
︒
当
時
︑
野
口
が
使
用
し
て
い
た

光
学
顕
微
鏡
は
病
原
性
細
胞
の
観
察
は
可
能
で

あ
っ
た
が
︑
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い
ウ
イ
ル
ス
を

観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
ウ
イ
ル
ス

を
観
察
で
き
る
電
子
顕
微
鏡
は
︑
野
口
の
死
後

の
一
九
三
一
年
に
実
用
化
さ
れ
た
︒

野
口
は
一
九
一
八
年
︑
黄
熱
病
が
蔓
延
し
て

い
た
エ
ク
ア
ド
ル
に
赴
き
︑
現
地
の
医
師
か
ら

病
原
菌
患
者
の
検
体
の
提
供
を
受
け
て
︑
黄
熱

病
の
ワ
ク
チ
ン
を
開
発
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ

の
検
体
は
黄
熱
病
と
症
状
が
よ
く
似
た
ワ
イ
ル

病
患
者
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
野
口
が
開
発

し
た
の
も
ワ
イ
ル
病
の
ワ
ク
チ
ン
で
あ
っ
た
︒

そ
の
後
︑
黄
熱
病
の
研
究
の
た
め
︑
西
ア
フ

リ
カ
へ
行
き
︑
黄
熱
病
に
感
染
す
る
︒
発
症
か

ら
わ
ず
か
一
〇
日
で
死
亡
し
た
︒
そ
れ
は
︑
野

口
が
渡
航
前
に
接
種
し
て
い
た
の
は
ワ
イ
ル
病

の
ワ
ク
チ
ン
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
実
際
に
黄

熱
病
の
ワ
ク
チ
ン
を
開
発
し
た
の
は
︑
南
ア
フ

リ
カ
の
マ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ラ
ー
︵
一
八
九
九
~

一
九
七
二
︶
で
あ
り
︑
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医

学
賞
を
受
賞
し
た
︒

野
口
の
細
菌
学
研
究
上
の
業
績
は
︑
後
に
ほ

と
ん
ど
否
定
さ
れ
た
が
︑
彼
が
幼
い
こ
ろ
か
ら

神
童
で
あ
り
︑
懸
命
に
研
究
に
挑
ん
だ
こ
と
は

事
実
で
あ
る
︒
福
島
の
猪
苗
代
の
貧
し
い
家
に

生
ま
れ
︑
幼
少
期
に
左
手
に
大
や
け
ど
を
負
い

な
が
ら
も
︑
が
む
し
ゃ
ら
に
勉
学
に
励
み
︑
難

関
と
言
わ
れ
た
医
術
開
業
試
験
に
合
格
し
︑
何

の
コ
ネ
も
な
い
ま
ま
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
医
学
研
究
所
の
主
任
研
究
員

と
な
っ
た
︒

子
ど
も
向
け
の
伝
記
に
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ

な
い
が
︑
彼
が
金
銭
的
に
だ
ら
し
な
か
っ
た
こ

と
も
有
名
な
話
で
あ
る
︒
何
度
も
借
金
を
踏
み

倒
し
た
と
い
う
︒
野
口
英
世
の
千
円
札
も
あ
と

数
年
で
新
札
に
変
わ
る
︒
新
札
の
顔
は
﹁
日
本

の
細
菌
学
の
父
﹂
北
里
柴
三
郎
︵
一
八
五
三
~

写真8：野口英世像

一
九
三
一
︶
で
あ
る
︒
新
札
の
顔
に
な
る
こ
と

が
決
ま
る
と
︑
日
医
会
館
ロ
ビ
ー
の
北
里
の
像

は
︑
石
膏
か
ら
ブ
ロ
ン
ズ
へ
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ

し
た
︒

軍
配
を
持
っ
た
銅
像
も
あ
る
︒
甲
府
駅
前
の

武
田
信
玄
像
は
軍
配
を
持
つ
︵
写
真
9
︶︒
信
玄

像
は
一
九
六
九
年
四
月
一
二
日
︵
命
日
︶
に
完

成
し
︑
前
広
場
の
整
備
に
際
し
て
一
九
八
五

年
︑
現
在
の
場
所
に
移
設
さ
れ
た
︒

信
玄
餅
で
有
名
な
桔
梗
屋
か
ら﹁
信
玄
軍
配
﹂

と
い
う
菓
子
が
販
売
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
信

玄
と
軍
配
は
切
り
離
せ
な
い
︒
川
中
島
に
あ
る

上
杉
謙
信
と
の
一
騎
打
ち
を
描
い
た
銅
像
で
も

信
玄
は
軍
配
を
持
っ
て
い
る
︵
写
真
10
︶︒
軍
配

は
信
玄
に
特
有
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
戦
国写真10：川中島古戦場

写真9：武田信玄像

銅像よもやま話　9
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武
将
は
広
く
軍
配
を
持
っ
て
指
揮
に
あ
た
っ
て

い
た
︒

大
阪
城
内
の
豊
国
神
社
前
の
秀
吉
像
も
軍
配

を
持
つ
︵
写
真
11
︶︒
墨
俣
一
夜
城
︵
写
真
1
︶
の

好
々
爺
的
な
印
象
と
全
く
異
な
り
︑
戦
に
臨
む

凛
々
し
い
姿
で
あ
る
︒
軍
配
を
持
て
ば
戦
国
武

将
︑
シ
ャ
ク
を
持
て
ば
公
卿
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
に
銅
像
は
︑
衣
服
と
持
ち
物
で
そ
の
人
物
の

社
会
的
属
性
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

墨
俣
一
夜
城
は
︑
一
五
六
六
年
︑
木
下
藤
吉

郎
︵
秀
吉
︶
が
一
夜
に
し
て
建
て
た
と
伝
え
ら

れ
る
︒
織
田
信
長
が
こ
の
城
を
拠
点
と
し
て
美

濃
を
攻
め
た
た
め
︑
秀
吉
は
成
果
を
認
め
ら

れ
︑
出
世
の
道
を
歩
む
︒
長
浜
城
を
与
え
ら
れ

た
秀
吉
は
︑
羽
柴
秀
吉
と
名
乗
る
︵
写
真
12
︶︒

そ
し
て
︑
太
政
大
臣
と
な
っ
て
か
ら
豊
臣
秀
吉

と
名
前
を
変
え
る
︒
つ
ま
り
︑
木
下
藤
吉
郎
と

名
乗
っ
て
い
た
頃
は
︑
シ
ャ
ク
を
持
つ
ほ
ど
の

身
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
　

と
い
う
こ
と
で
︑
墨
俣
一
夜
城
の
秀
吉
像
は

何
か
と
チ
グ
ハ
グ
な
感
じ
が
す
る
が
︑
そ
も
そ

も
︑
こ
の
城
は
︑
一
九
九
一
年
に
作
ら
れ
た
模

擬
天
守
︑
す
な
わ
ち
︑
主
に
観
光
用
に
作
ら
れ

た
想
像
上
の
天
守
な
の
で
あ
る
︒

想
像
上
と
い
え
ば
︑
シ
ャ
ク
を
持
つ
閻
魔
も

想
像
上
の
姿
で
あ
る
︵
写
真
13
︶︒
閻
魔
は
︑
イ

ン
ド
の
冥
界
の
王
・
ヤ
マ
を
漢
語
に
音
訳
し
た 写真12 長浜城の秀吉像

写真11：豊国神社の秀吉像

も
の
で
あ
る
︒
中
国
に
伝
わ
っ
た
閻
魔
は
仏
教

に
取
り
入
れ
ら
れ
︑
死
者
の
生
前
の
行
い
を
審

判
す
る
冥
界
の
王
と
な
っ
た
︒
人
が
死
ん
で
閻

魔
に
な
る
と
い
う
信
仰
が
広
ま
り
︑
特
に
北
宋

の
名
判
官
の
包
公
︵
包
拯
︶
が
﹁
閻
魔
包
公
﹂

と
呼
ば
れ
︑
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
る︵
写
真
14
︶︒

写
真
14
は
開
封
の
包
公
祠
の
包
公
像
で
あ

る
︒
扁
額
の
﹁
正
大
公
明
﹂
は
︑
公
明
正
大
と

い
う
意
味
で
あ
り
︑
包
公
の
人
柄
を
示
す
も
の

で
あ
る
︒
包
公
像
は
シ
ャ
ク
を
持
っ
て
い
な
い

が
︑
閻
魔
と
同
じ
く
横
に
び
よ
ー
ん
と
長
い
帽

子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
幞
頭︵
長
翅
帽
︶

と
い
う
頭
巾
で
︑
役
人
同
士
の
ナ
イ
シ
ョ
話
を

防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
と
も
い
う
︒

写真13：郷照寺

写真14：包公像

銅像よもやま話　9
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二
〇
二
〇
年
度
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
︑
教

員
は
従
来
と
は
異
な
る
授
業
方
法
の
実
践
に
迫

ら
れ
た
︒
い
く
つ
か
の
授
業
方
法
を
試
み
た
中

で
︑
学
習
効
果
が
高
か
っ
た
科
目
に
つ
い
て
紹

介
し
た
い
︒

科
目
名
は
﹁
世
界
遺
産
論
﹂
で
あ
る
︒
従
来

の
授
業
で
は
︑
宗
教
的
聖
地
や
産
業
遺
産
︑
負

の
遺
産
な
ど
を
取
り
上
げ
︑
テ
キ
ス
ト
の
輪
読

を
通
し
て
︑
こ
う
し
た
遺
産
が
観
光
化
さ
れ
る

際
の
諸
問
題
を
考
え
て
き
た
︒
初
回
授
業
で
担

当
を
割
り
振
り
︑
担
当
者
が
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成

し
︑
発
表
す
る
と
い
う
方
法
で
授
業
を
進
め
て

き
た
︒
当
然
な
が
ら
︑
こ
の
方
法
で
は
自
分
の

担
当
以
外
の
箇
所
は
十
分
に
テ
キ
ス
ト
を
読
ん

で
こ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
︒
毎
回
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
行
い
︑
課
題
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
考
え
さ
せ
た
が
︑
学
生
の
理
解
度
は
十
分

で
は
な
か
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
伴
っ

て
︑
在
宅
の
強
み
を
活
か
し
た
工
作
を
課
題
に

し
た
︒
二
〇
二
〇
年
度
は
﹁
工
作
用
紙
で
三
重

塔
を
作
り
な
さ
い
﹂︑
二
〇
二
一
年
度
は﹁
卵
の

殻
で
モ
ザ
イ
ク
を
作
り
な
さ
い
﹂
と
い
う
課
題

を
出
し
た
︒

工
作
の
課
題
は
︑
授
業
の
内
容
と
関
わ
っ
て

い
る
︒
二
〇
二
〇
年
度
は
田
口
か
お
り
﹃
保
存

修
復
の
技
法
と
思
想
︱
古
代
芸
術
・
ル
ネ
サ
ン

ス
絵
画
か
ら
現
代
ア
ー
ト
ま
で
﹄︵
平
凡
社
︑
二

〇
一
五
年
︶
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
文
化
財
修
復

を
テ
ー
マ
と
し
た
︒
文
化
財
は
修
復
に
際
し
て

模
型
を
作
る
こ
と
が
あ
る
た
め
︑
三
重
塔
の
模

型
作
り
を
最
終
的
な
課
題
と
し
た
︒
そ
れ
に
あ

た
っ
て
︑
二
〇
一
九
年
四
月
に
起
き
た
パ
リ
の

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
の
火
災
と
修
復
に
つ
い
て

事
前
に
調
べ
さ
せ
た
︒

二
〇
二
一
年
度
の
テ
キ
ス
ト
は
︑
田
中
英
史

﹃
文
化
遺
産
は
だ
れ
の
も
の
か
:
ト
ル
コ
・
ア

ナ
ト
リ
ア
諸
文
明
の
遺
物
を
め
ぐ
る
所
有
と
保

護
﹄︵
春
風
社
︑
二
〇
一
七
年
︶
と
家
永
真
幸
﹃
国

宝
の
政
治
史
:﹁
中
国
﹂の
故
宮
と
パ
ン
ダ
﹄︵
東

京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
七
年
︶
で
あ
る
︒
前
者

の
表
紙
に
使
わ
れ
た
の
が
︑
ト
ル
コ
南
東
部
ガ

ズ
ィ
ア
ン
テ
ッ
プ
で
出
土
し
た
﹁
ジ
プ
シ
ー
の

少
女
﹂
と
い
う
モ
ザ
イ
ク
で
あ
る
︒
少
女
の
瞳

アクティブ・ラーニングの
実践例
高 山 陽 子

が
印
象
的
な
こ
の
モ
ザ
イ
ク
は
︑
ゼ
ウ
グ
マ
・

モ
ザ
イ
ク
博
物
館
に
展
示
さ
れ
る
大
変
有
名
な

文
化
財
で
あ
る
︒
こ
の
写
真
に
ヒ
ン
ト
を
得

て
︑
今
年
の
課
題
は
モ
ザ
イ
ク
工
作
に
し
た
︒

国
際
関
係
学
部
の
専
門
科
目
で
あ
る
た
め
︑

美
術
的
な
技
巧
を
専
門
に
教
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
︒
工
作
に
は
︑
誰
に
で
も
で
き
る
方
法

で
︑
か
つ
︑
材
料
費
が
か
さ
ま
な
い
こ
と
を
心

掛
け
た
︒

卵
の
殻
モ
ザ
イ
ク
工
作
は
︑
極
め
て
単
純
で

あ
る
︒
薄
皮
を
む
い
て
乾
か
し
た
卵
の
殻
を
画

用
紙
に
貼
り
︑
そ
の
上
か
ら
絵
を
描
く
だ
け
で

あ
る
︒
先
に
卵
の
殻
に
色
を
塗
っ
て
︑
そ
れ
を

画
用
紙
に
貼
り
付
け
る
方
法
も
あ
る
︒
ど
ち
ら

に
し
て
も
︑
ジ
ミ
な
作
業
を
根
気
よ
く
続
け
る

必
要
が
あ
る
︒

学
生
に
工
作
の
課
題
を
出
す
際
に
は
︑
先
に

自
分
で
サ
ン
プ
ル
を
作
成
し
︑
そ
れ
を
動
画
に

し
て
大
学
の
教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
︵m

anaba

︶

に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
い
る
︒
二
〇
二
〇
年
度

は
五
重
塔
の
動
画
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
︑
二
〇

二
一
年
度
は
多
文
化
共
生
の
定
番
の
モ
チ
ー
フ

で
あ
る
虹
の
作
品
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
ア
ッ
プ

ロ
ー
ド
し
た
︵
写
真
1
︶︒

四
月
の
初
回
授
業
で
工
作
を
課
す
こ
と
を
述

べ
︑﹁
卵
の
殻
を
集
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
﹂
と
指

示
を
出
し
た
︒
約
百
名
の
履
修
者
の
ほ
ぼ
全
員

が
課
題
を
提
出
し
︑
想
像
以
上
に
手
の
込
ん
だ

作
品
が
多
数
見
ら
れ
た
︒
そ
の
中
の
四
点
が
以

下
の
写
真
で
あ
る
︵
写
真
2
︶︵
写
真
3
︶︵
写
真

4
︶︵
写
真
5
︶︒

課
題
提
出
後
︑
二
回
に
分
け
て
講
評
会
を

行
っ
た
︒
講
評
会
で
は
︑
な
ぜ
そ
の
モ
チ
ー
フ

を
選
ん
だ
か
を
一
言
ず
つ
話
し
て
も
ら
っ
た
︒

課
題
で
は
︑
卵
の
殻
を
使
用
す
る
だ
け
で
あ

り
︑
モ
チ
ー
フ
は
何
で
も
よ
い
と
し
た
︒
す
る

と
九
割
以
上
の
学
生
が
︑
花
や
動
物
︑
風
景
な

ど
自
然
を
モ
チ
ー
フ
に
選
ん
だ
︒
例
え
ば
︑
卵

の
殻
を
画
用
紙
一
面
に
貼
っ
て
︑
タ
イ
ト
ル
を

﹁
洗
濯
機
﹂に
す
る
と
い
っ
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
的
な

作
品
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒
提
出
の
季
節
を

反
映
し
て
︑
ア
ジ
サ
イ
︑
ヒ
マ
ワ
リ
︑
朝
顔
︑

花
火
が
多
く
見
ら
れ
た
︒
講
評
の
最
後
で
は
︑

ラ
ス
コ
ー
の
洞
窟
の
写
真
を
見
せ
︑
モ
チ
ー
フ

写真1
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写真4

写真3

写真2

の
選
択
に
つ
い
て
は
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
大

き
な
違
い
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
︒

モ
ザ
イ
ク
作
成
を
通
し
て
︑﹁
文
化
財
︵
作

品
︶
は
誰
の
も
の
か
？
﹂
を
考
え
る
よ
う
に
と

指
示
を
出
し
た
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
講
評
会

後
︑
モ
ザ
イ
ク
工
作
を
行
っ
た
感
想
を
提
出
さ

せ
た
︒
以
下
が
そ
の
代
表
的
な
感
想
で
あ
る
︒

﹁
今
回
︑
何
年
ぶ
り
か
に
工
作
を
し
て
想
像
以

上
に
楽
し
く
︑
殻
を
紙
に
貼
る
時
は
モ
ザ
イ
ク

工
作
の
こ
と
だ
け
を
考
え
た
︒
特
に
何
を
モ
ザ

イ
ク
工
作
で
描
く
の
か
は
決
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
︑
色
々
な
モ
ザ
イ
ク
の
想
像
が
で

き
た
︒
殻
を
紙
に
貼
っ
て
い
る
時
に
だ
ん
だ
ん

と
殻
の
白
さ
が
︑
沖
縄
な
ど
で
よ
く
見
た
こ
と

の
あ
る
サ
ン
ゴ
や
割
れ
て
し
ま
っ
た
貝
の
よ
う

に
見
え
︑
海
を
描
こ
う
と
考
え
た
︒﹂︵
一
部
表

記
を
改
め
た
︶

﹁
絵
の
う
ま
さ
や
下
手
さ
な
ど
人
そ
れ
ぞ
れ
だ

が
︑
ど
の
よ
う
な
思
い
で
描
い
た
の
か
︑
そ
の

絵
の
意
味
な
ど
を
聞
い
た
ら
︑
上
手
い
下
手
で

は
な
く
作
っ
た
人
の
思
い
な
ど
が
大
切
で
ど
れ

も
魅
力
的
な
作
品
だ
と
感
じ
た
︒﹂

﹁
三
時
間
ス
マ
ホ
を
操
作
せ
ず
に
何
か
に
没
頭

す
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
の
で
︑
た
ま
に
は
ス

マ
ホ
か
ら
離
れ
て
何
か
に
集
中
す
る
時
間
も
必

要
だ
と
気
付
き
︑
そ
れ
が
で
き
る
の
が
作
品
作

り
で
あ
る
と
感
じ
た
︒﹂

﹁
卵
の
殻
が
思
っ
た
よ
う
に
貼
り
付
か
な
く
て

大
変
で
し
た
︒
実
際
に
自
分
で
作
品
を
作
っ
て

み
る
と
愛
着
が
わ
い
て
︑
と
っ
て
お
こ
う
と
感

じ
た
︒
だ
か
ら
︑
作
っ
た
人
に
と
っ
て
は
︑
作

品
は
大
事
な
も
の
だ
と
感
じ
た
︒
文
化
遺
産
の

返
還
問
題
も
︑
作
っ
た
人
の
国
に
保
管
し
て
お

き
た
い
気
持
ち
も
わ
か
っ
た
気
が
し
た
﹂︵
一
部

表
現
を
改
め
た
︶︒

写真5
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﹁
長
い
時
間
と
手
間
を
か
け
て
作
っ
た
こ
の
作

品
の
権
利
は
自
分
に
あ
る
と
言
い
た
い
が
︑
こ

う
し
て
指
示
さ
れ
な
い
限
り
こ
の
よ
う
な
も
の

を
作
る
こ
と
は
人
生
で
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う

の
で
︑
学
校
の
側
に
も
権
利
は
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
︒﹂︵
一
部
表
現
を
改
め
た
︶

﹁
今
回
の
作
品
は
課
題
と
し
て
作
っ
た
と
言
え

ど
︑
時
間
も
労
力
も
か
け
て
こ
だ
わ
っ
て
作
り

上
げ
た
た
め
︑
こ
う
し
た
自
分
の
作
品
が
あ
っ

さ
り
と
自
分
の
い
な
い
場
で
お
金
で
取
り
引
き

さ
れ
て
い
く
と
想
像
す
る
と
悲
し
く
な
る
︒﹂

初
回
授
業
に
お
い
て
︑﹁
文
化
財
は
誰
の
も
の

か
？
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
産
出
国
の
も
の
か
︑
略

奪
国
︵
文
化
財
を
保
護
し
て
き
た
国
々
︶
の
も

の
か
︑
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
︒
ア

ン
ケ
ー
ト
の
前
に
︑
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
︑

ド
イ
ツ
な
ど
の
略
奪
国
が
保
護
の
た
め
に
尽
力

し
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
た
た
め
か
︑
七
割
の

学
生
が
文
化
財
は
略
奪
国
が
所
有
権
を
持
つ
と

回
答
し
た
︒

そ
の
後
︑
授
業
で
文
化
財
略
奪
の
経
緯
や
戦

時
下
の
文
化
財
略
奪
な
ど
を
扱
い
︑
工
作
の
課

題
に
入
っ
た
︒
最
終
授
業
で
も
う
一
度
︑﹁
文
化

財
は
誰
の
も
の
か
？
﹂
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
た
︒
す
る
と
︑
答
え
は
逆
転
し
七
割
の

学
生
が
文
化
財
は
産
出
国
が
所
有
権
を
持
つ
と

答
え
た
︒
個
人
的
に
は
︑
文
化
財
の
所
有
に
つ

い
て
の
考
え
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
て
構
わ

な
い
と
思
う
が
︑
学
生
が
授
業
の
内
容
を
理
解

し
︑
新
し
い
視
点
を
持
っ
た
こ
と
は
大
き
な
成

果
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

工
作
の
課
題
を
出
す
も
う
一
つ
の
意
義
は
︑

も
の
作
り
の
楽
し
さ
を
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
︒
学
生
の
多
く
が
﹁
久
し
ぶ
り
に
絵
具
を

触
っ
た
﹂
と
述
べ
た
よ
う
に
︑
大
人
に
な
る
に

つ
れ
て
も
の
作
り
を
す
る
機
会
は
減
っ
て
い

く
︒
反
対
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
没
頭
す
る
時
間
が
増

え
︑
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
情
報
を
得
る
こ
と
の
み

が
増
え
て
い
く
︒

一
般
的
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

ル
な
情
報
で
肥
大
化
し
た
脳
は
︑
人
に
幸
福
感

を
も
た
ら
さ
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
自
己
の

劣
等
感
や
他
者
へ
の
憎
し
み
を
増
加
さ
せ
る
傾

向
が
あ
る
︒
Ｓ
Ｎ
Ｓ
か
ら
離
れ
る
に
は
︑
何
か

を
作
る
集
中
力
と
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
達
成
感

を
抱
か
せ
る
必
要
が
あ
る
︒
工
作
は
そ
れ
に
最

適
な
作
業
で
あ
る
︒
実
際
に
感
想
に
は
︑﹁
で
き

あ
が
っ
た
と
き
に
︑
で
き
た
ー
！
と
叫
ん
だ
﹂

と
い
っ
た
達
成
感
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
︒
さ
ら

に
︑﹁
夏
休
み
に
も
う
一
回
作
っ
て
み
よ
う
と
思

う
﹂︑﹁
別
の
工
作
も
や
っ
て
み
た
い
﹂
と
い
う

感
想
も
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
も
の
づ
く
り
に
関

心
を
持
つ
と
︑
文
化
財
の
見
方
も
変
わ
っ
て
く

る
︒﹁
コ
ロ
ナ
が
お
さ
ま
っ
た
ら
美
術
館
に
行
っ

て
み
た
い
﹂
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
学
生
も
少

な
く
な
い
︒

工
作
課
題
の
他
に
は
︑
芸
術
家
に
関
す
る
映

画
を
鑑
賞
し
て
︑
感
想
を
提
出
さ
せ
た
︒﹃
真
珠

の
耳
飾
り
の
少
女
﹄︵
二
〇
〇
三
年
公
開
︶
を
選

ん
だ
学
生
は
︑
芸
術
家
は
好
き
な
よ
う
に
作
品

を
作
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
が
︑
パ
ト
ロ
ン

と
の
関
係
が
制
作
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
︑
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
︒

工
作
の
課
題
は
次
年
度
以
降
も
続
け
る
予
定

で
あ
る
︒
来
年
度
は
ア
マ
ゾ
ン
の
封
筒
を
利
用

し
て
︑
白
川
郷
の
合
掌
造
り
集
落
を
作
成
す
る

予
定
で
あ
る
︒
履
修
者
が
数
十
人
い
れ
ば
集
落

が
完
成
す
る
だ
ろ
う
︒

ア
マ
ゾ
ン
の
封
筒
を
ウ
ネ
ウ
ネ
に
沿
っ
て

切
っ
て
重
ね
る
と
茅
葺
屋
根
の
よ
う
に
見
え
る

︵
写
真
6
︶︒
紙
は
重
ね
る
と
重
く
な
る
の
で
そ

れ
を
支
え
る
構
造
が
必
要
と
な
る
︒
こ
う
し
た

工
作
を
通
し
て
︑
実
際
の
茅
葺
屋
根
を
支
え
る

家
屋
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

せ
っ
か
く
な
の
で
︑
周
囲
の
環
境
作
り
に
も
挑

戦
し
て
み
た
い
︒

写真6

授業実践　アクティブ・ラーニングの実践例
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