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五
月
（
二
〇
〇
六
年
）
に
三
週
間
ほ
ど
パ
リ
で
過
ご
し
た
。
大
統

領
選
挙
の
直
後
で
、
暴
動
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？

と
日
本
か
ら
メ
ー

ル
が
来
た
が
、
街
の
表
情
は
い
た
っ
て
穏
や
か
だ
っ
た
。

と
は
い
え
一
九
七
〇
年
に
初
め
て
行
っ
た
時
と
比
べ
る
と
、
着
飾

っ
た
女
性
は
少
な
く
な
っ
た
し
、
贅
沢
な
雰
囲
気
も
な
く
な
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
語
も
昔
よ
り
ず
い
ぶ
ん
味
気
な
く
な
っ
た
気
が
す
る
。

そ
の
代
わ
り
、
白
人
で
な
い
人
々
の
元
気
が
い
い
。
お
し
ゃ
れ
し

た
黒
人
女
性
の
美
し
さ
は
圧
倒
的
だ
。
こ
と
人
種
差
別
を
無
く
す
と

い
う
点
で
は
、
こ
の
三
十
年
で
幾
ら
か
の
進
歩
が
あ
っ
た
の
は
確
か

で
あ
る
。

日
本
に
帰
っ
て
き
た
ら
、
大
相
撲
の
千
秋
楽
だ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ

日
本
的
な
景
物
そ
の
も
の
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
新
し
い
横
綱

も
ま
た
外
国
人
。
国
技
は
い
ま
や
国
際
技
で
あ
る
。
こ
れ
も
決
し
て

悪
い
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
白
鳳
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
自
分
に
「
お
子
さ
ん
も
で
き
て
…
」

と
言
っ
て
い
た
の
が
何
と
も
愛
ら
し
か
っ
た
。
周
囲
の
人
が
「
お
子

さ
ん
、
お
子
さ
ん
」
と
言
う
の
で
、
聞
き
覚
え
た
の
だ
ろ
う
。
私
も

外
国
人
を
や
っ
て
い
る
時
は
、
身
近
な
フ
ラ
ン
ス
人
の
話
し
方
を
聞

い
て
は
表
現
を
増
や
し
て
い
っ
た
か
ら
、
よ
く
分
か
る
。

そ
う
い
え
ば
、
日
本
の
古
語
で
は
天
皇
は
自
身
に
敬
語
を
使
う
。

そ
れ
が
正
し
い
文
法
な
の
だ
が
、
こ
れ
も
お
側
の
人
々
が
使
う
敬
語

を
そ
の
ま
ま
倣
っ
た
の
が
そ
も
そ
も
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と

身
分
の
低
い
者
だ
っ
た
ら
、
誰
か
が
「
自
分
の
こ
と
に
敬
語
を
使
っ

敬語にしひがし敬語にしひがし
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敬語にしひがし敬語にしひがし

て
は
い
け
な
い
」
と
教
え
た
だ
ろ
う
が
、
天
皇
に
は
そ
う
い
う
人
が

い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
天
皇
の
自
分
敬
語
が
定
着
し
た
と
思
う
の
だ

が
ど
う
だ
ろ
う
。

言
葉
と
い
う
の
は
ま
ず
は
実
践
、
つ
ま
り
相
手
と
自
分
と
の
や
り

取
り
か
ら
学
ぶ
も
の
だ
が
、
両
者
の
立
場
が
違
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

時
に
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
学
ぶ
方
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

例
の
白
鳳
の
「
お
子
さ
ん
」
発
言
の
直
後
、
聞
き
手
の
ア
ナ
ウ
ン
サ

ー
が
過
去
の
こ
と
を
「
ど
う
思
い
返
し
ま
す
か
」
と
訊
ね
て
い
た
。

ふ
つ
う
相
手
の
こ
と
で
は
こ
ん
な
言
い
方
は
し
な
い
も
の
だ
が
、
外

国
人
に
分
か
り
易
く
と
い
う
心
遣
い
が
言
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
国
際

化
は
単
に
他
国
の
言
語
を
学
ぶ
と
い
う
一
面
的
な
現
象
で
は
な
い
。

学
ば
れ
る
側
の
国
語
を
も
変
え
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
。

フ
ラ
ン
ス
の
テ
レ
ビ
討
論
で
も
「
あ
な
た
、
君
」
に
つ
い
て
議
論

さ
れ
て
い
て
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
。

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
相
手
を
尊
重
す
る
場
合
は
複
数
扱
い
す
る
の
が

決
ま
り
で
あ
る
。
昔
は
身
分
の
上
下
で
区
別
し
た
の
で
、
一
九
世
紀

の
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
な
ど
貴
族
の
夫
が
妻
を
「
あ
な
た
」
と
複
数

形
で
呼
び
、
下
男
を
「
君
」
と
単
数
で
呼
ん
で
い
る
。
二
〇
世
紀
に

は
親
し
さ
の
度
合
い
が
線
引
き
に
な
っ
た
か
ら
、
い
ま
読
む
と
、
ま

る
で
下
男
と
親
密
な
関
係
み
た
い
で
妙
な
気
が
す
る
。

一
九
六
八
年
の
五
月
革
命
の
顕
著
な
成
果
は
、
教
師
と
学
生
の
間

で
お
互
い
を
「
君
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
が
、
先
日
フ
ラ

ン
ス
で
見
た
テ
レ
ビ
討
論
は
そ
の
反
省
で
、
「
あ
な
た
」
と
い
う
言
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敬語にしひがし敬語にしひがし

い
方
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
い
う
主
張
へ
の
賛
否
両
論
だ
っ
た
。

反
対
意
見
は
「
学
校
は
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
者
の
立
場
の
違

い
が
あ
る
か
ら
、
先
生
を
「
あ
な
た
」
と
呼
ぶ
の
は
い
い
け
ど
、
社

会
全
体
に
広
げ
て
人
と
の
距
離
を
大
き
く
す
る
の
は
反
対
。
」

私
自
身
は
国
際
化
に
は
賛
成
だ
し
、
人
を
や
た
ら
区
別
す
る
の
は

時
代
へ
の
逆
行
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
国
語
に
は
ま
た
別
の
論

拠
が
あ
る
こ
と
も
事
実
だ
。

初
出
＝

北
國
新
聞
「
北
風
抄
」
二
〇
〇
六
年
六
月
一
二
日

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
＝
二
〇
二
三
年
四
月
二
三
日


