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中
川
（
洋
一
郎
教
授
）
ゼ
ミ
と
し
て
は
、

こ
れ
が
通
算
３
度
目
の
台
湾
合
宿
に
な
る
。

昨
年
11
月
２
日
か
ら
７
日
ま
で
５
泊
６
日

の
日
程
で
、
教
授
と
一
緒
に
ゼ
ミ
生
14
人

が
参
加
し
た
。李

登
輝
前
総
統
の
特
別
講
義

　

台
北
市
内
か
ら
バ
ス
で
1
時
間
半
ほ
ど
、

桃
園
県
龍
潭
（
ロ
ン
タ
ン
）
の
渇
望
学
習

セ
ン
タ
ー
に
着
い
た
。
台
湾
前
総
統
で
あ

る
李
登
輝
氏
の
第
３
回
李
登
輝
學
校
研
修

団
の
特
別
講
義
が
行
わ
れ
る
。
私
た
ち
が

参
加
で
き
た
の
は
、「
李
登
輝
友
の
会
」

の
協
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
金
属

探
知
機
に
よ
る
検
査
を
受
け
て
教
室
に
入

り
、
研
修
団
の
方
々
や
日
本
の
特
派
員
記

氏
は
指
摘
す
る
。

　

臨
済
宗
で
は
我
々
の
肉
塊
の
上
に
〝
無

為
の
真
人
〞
が
い
る
、
と
説
く
。
無
為
の

真
人
は
我
々
が
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
考

え
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
存
在

し
て
い
て
、
目
、
鼻
、
耳
、
口
か
ら
出
入

り
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　

こ
れ
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
超
人
思
想
」

が
重
ね
ら
れ
る
。
大
著
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』
の
な
か
で
ニ
ー

チ
ェ
は
「
人
間
の
精
神
は
３
段
階
に
変
化

し
て
い
く
」
と
主
人
公
に
語
ら
せ
て
い
る
。

ラ
ク
ダ
、
獅
子
、
幼
子
で
あ
る
。

　

「
幼
子
、
こ
れ
が
超
人
で
あ
り
、
こ
の

超
人
と
い
う
の
が
無
為
の
真
人
で
あ
る
。

無
為
の
真
人
と
は
個
人
を
超
越
し
た
も
の

で
あ
り
、
〈
私
で
な
い
私
〉
で
あ
る
」

　

こ
の
よ
う
に
、
禅
と
ニ
ー
チ
ェ
が
リ
ン

ク
す
る
。
刺
激
的
な
解
釈
で
あ
る
。

　

こ
う
続
い
た
。「
我
々
は
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
外

界
の
者
に
動
か
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
。

個
人
が
主
に
な
っ
て
、
自
分
で
発
展
し
て

い
く
の
だ
。
外
物
は
変
化
し
て
い
る
。
人

者
ら
と
と
も
に
、
１
時
間
半
に
わ
た
る
講

義
を
聴
講
し
た
。

　

「
私
は
誰
だ
？　

新
時
代
、
台
湾
人
の

道
」
と
題
す
る
講
演
で
、
李
氏
が
強
調
す

る
の
は
「
国
民
がidentity

を
持
ち
、
国

と
し
て
団
結
せ
よ
」「
国
を
力
強
く
、
頼

り
に
な
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
け
る
指
導

者
を
持
て
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
。

identification

が
強
け
れ
ば
団
結
で
き
、

団
結
で
き
れ
ば
指
導
者
も
今
日
、
明
日
で

は
な
く
、
数
年
後
を
見
据
え
た
行
動
が
で

き
る
、
と
国
家
の
あ
り
方
を
じ
ゅ
ん
じ
ゅ

ん
と
語
っ
た
。

　

で
はidentification

を
持
つ
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
か
？　

こ
こ
か
ら
、
哲

人
政
治
家
ら
し
い
深
い
考
察
が
始
ま
る
。

　

「
私
は
誰
だ
？
」
と
い
う
問
い
を
ひ
た

す
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
氏
は
い
う
。

そ
し
て
、
李
氏
が
導
き
出
す
の
は
「
私
は

私
で
な
い
私
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

　

ふ
だ
ん
考
え
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
問

題
設
定
に
、
ゼ
ミ
生
は
、
背
筋
を
正
し
な

が
ら
聞
き
入
っ
た
。〈

私
で
は
な
い
私〉

　

李
氏
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
が
、
座
禅
を

組
ん
で
理
性
、
感
情
、
意
識
形
態
、「
場

所
の
論
理
」（
西
田
幾
多
郎
）
を
総
合
し

て
「
私
は
誰
だ
？
」
と
い
う
問
い
に
答
え

を
出
す
そ
う
で
あ
る
。

　

「〝
自
我
超
越
〞
が
禅
の
精
神
で
あ
り
、

非
常
に
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
李

村
田
裕
介

　

（
経
済
学
部
経
済
学
科
3
年
）

中
川
洋
一
郎
ゼ
ミ

　

「
日
本
は
虚
構
の
束
縛
を
受
け
ず
に
、自
由
意
思
に
基
づ
い
て
国
民
意
識
の
統
合
を
実
践
す
べ
き
だ
」

李
登
輝
・
台
湾
前
総
統
の
重
い
言
葉
を
聞
い
た
。日
本
で
は
忘
れ
去
ら
れ
た
よ
う
な
、

「
美
し
い
日
本
語
」を
守
る
人
た
ち
も
い
た
。日
本
の
こ
こ
ろ
、日
本
語
の
大
切
さ
。

そ
れ
を
、私
た
ち
は
台
湾
合
宿
で“
再
発
見
”し
、学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

経
済
学
部
中
川
ゼ
ミ
台
湾
合
宿
―
―

李
登
輝
前
総
統
、　
日
本
語
族
　

に
会
っ
て 

学
ん
だ
こ
と

″

″

李
登
輝
前
総
統
、　
日
本
語
族
　

に
会
っ
て 

学
ん
だ
こ
と

″

″

李
登
輝
前
総
統
、　
日
本
語
族
　

に
会
っ
て 

学
ん
だ
こ
と

″

″
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間
が
は
っ
き
り
し
た
思
想
を
持
た
な
い
な

ら
、
結
局
動
揺
ば
か
り
す
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。
今
の
台
湾
人
の
よ
う
に
」

虚
構
か
ら
脱
せ
よ

　

日
本
と
日
本
人
に
つ
い
て
の
指
摘
は
重

い
も
の
が
あ
っ
た
。

　

「
昔
の
日
本
人
は
〈
私
で
な
い
私
〉

（
私
を
超
越
し
た
も
の
）
を
求
め
て
い
た
。

し
か
し
、
現
在
の
日
本
は
過
去
の
虚
構
や

歴
史
教
科
書
問
題
と
い
う
作
ら
れ
た
虚
構

の
中
で
混
迷
し
て
い
る
。
台
湾
も
同
じ
だ
。

台
湾
の
歴
史
は

大
陸
に
繋
が
っ

て
い
る
。
虚

構
の
束
縛
を
受

け
ず
に
、
自
由

意
志
に
基
づ
き

〝
新
時
代
の
台

湾
人
・
日
本
人
〞

と
し
て
国
民
意

識
の
結
合
を
実

践
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
」

　

日
本
に
対
す

る
期
待
の
大
き

さ
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。
新
聞
報

道
な
ど
に
よ
れ

ば
、
李
登
輝
氏
が
台
湾
人
初
の
総
統
と

な
っ
て
か
ら
、
国
民
中
学
一
年
の
教
育
課

程
に
「
認
識
台
湾
（
台
湾
を
知
る
）」
と

い
う
科
目
が
導
入
さ
れ
、
中
国
大
陸
の
歴

史
か
ら
離
れ
て
自
ら
の
台
湾
史
を
系
統
的

に
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

講
演
の
あ
と
、
私
た
ち
は
李
氏
と
一
緒

に
記
念
写
真
を
撮
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。

気
軽
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
思
い
が
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

「
友
愛
会
」
談
話
会

　

「
友
愛
会
」
の
方
々
と
お
会
い
で
き
た

の
も
、
台
湾
合
宿
の
大
き
な
収
穫
だ
っ
た
。

「
美
し
く
正
し
い
日
本
語
を
台
湾
に
残
そ

う
」
と
し
て
日
本
語
の
勉
強
を
し
て
い
る

人
た
ち
で
あ
る
。

　

『
台
湾
万
葉
集
』（
岩
波
書
店
１
９
９

４
年
刊
）
は
日
本
で
も
ず
い
ぶ
ん
話
題
に

な
っ
た
。「
万
葉
の
流
れ
こ
の
地
に
留
め

む
と
生
命
の
か
ぎ
り
短
歌
詠
み
ゆ
か
む
」

―
―

植
民
地
下
に
日
本
語
で
育
っ
た
台
湾

の
人
た
ち
が
編
ん
だ
大
衆
歌
集
だ
。
最
近

で
は
『
台
湾
俳
句
歳
時
記
』（
黄
霊
芝
著

／
言
叢
社
２
０
０
３
年
刊
）
も
出
版
さ
れ
、

そ
の
水
準
の
高
さ
が
日
本
人
研
究
者
た
ち

の
注
目
を
集
め
た
。

　

友
愛
会
の
会
員
は
現
在
１
２
６
人
（
う

ち
日
本
人
27
人
）。「
日
本
語
族
」
と
も
呼

ば
れ
、
新
聞
の
ほ
か
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、会
員
の
方
々
と「
日
本
語
」

で
会
話
し
な
が
ら
、
台
湾
を
知
り
、
ま
た

日
本
、
そ
し
て
日
本
語
に
つ
い
て
教
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

日
本
よ
知
恵
を
貸
せ

台
湾
と
正
常
な
関
係
を

　

劉
添
根
氏
は
１
９
４
１
年
、
１
０
歳
の

と
き
に
広
東
か
ら
台
湾
に
渡
っ
て
き
た
。

氏
の
表
現
で
は
、「
日
本
人
は
平
和
で
あ

る
た
め
に
外
国
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
な

い
」
そ
う
だ
。
自
身
の
波
乱
の
人
生
と
か

か
わ
っ
て
い
る
。

　

劉
氏
は
客
家
、
北
京
、
台
湾
、
日
本
の

４
カ
国
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

そ
れ
を
生
か
し
、通
訳
と
し
て
働
い
て
い
る
。

　

「
広
東
か
ら
渡
っ
て
き
た
際
は
中
国
人

李登輝氏（中央）を囲んで、中川教授（左）とゼミ生一同
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だ
っ
た
た
め
学
校
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
疎
開
の
波
の
中
で
学
校
に
入

学
し
、
43
年
か
ら
２
年
間
日
本
語
を
勉
強

し
た
」
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
時
代
の
波

に
の
み
こ
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
習

得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
悲
哀
が
あ

る
。「
台
湾
は
現
状
を
維
持
し
て
い
く
べ

き
だ
。
日
本
は
知
恵
を
貸
し
て
ほ
し
い
」

と
劉
氏
は
訴
え
て
い
た
。

　

楊
應
吟
氏
は
鍼
灸
医
で
あ
る
。
思
い
を

こ
め
て
語
る
内
容
に
は
厳
し
さ
が
あ
っ
た
。

　

「
台
湾
と
日
本
は
戦
時
中
、
兄
弟
の
ご

と
く
外
敵
と
戦
っ
て
き
た
。
21
万
名
の
台

湾
軍
人
、
軍
夫
、
高
砂
義
勇
隊
が
戦
地
に

赴
い
た
。
２
万
８
０
０
０
柱
が
靖
国
神
社

に
祀
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
」「
我
々
が
受

け
た
日
本
の
教
育

で
は
、
嘘
つ
き
は

絶
対
に
許
さ
れ
な

い
行
為
だ
と
言
わ

れ
、〝
嘘
つ
き
は

泥
棒
の
始
ま
り
〞

だ
と
も
教
え
ら
れ

た
。
し
か
し
日
本

の
文
科
省
は
、
日

本
の
将
来
を
担

う
子
供
た
ち
を
騙

し
て
ま
で
、
嘘
の

教
科
書
で
教
育
し

て
い
る
。
分
か
り

き
っ
た
間
違
い
を

間
違
い
だ
と
言
え

な
い
」「
台
湾
は
国
際
社
会
に
認
め
ら
れ

な
い
が
故
に
、多
大
な
犠
牲
を
払
っ
て
き
た
。

こ
ん
な
惨
め
な
民
族
に
な
っ
た
の
は
日
本

が
戦
争
に
負
け
た
か
ら
だ
。
そ
の
責
任
を

取
っ
て
日
本
は
台
湾
が
正
常
な
国
家
に
な

れ
る
よ
う
手
を
貸
す
べ
き
で
あ
る
。
日
本

の
た
め
に
命
を
さ
さ
げ
て
戦
っ
た
台
湾
人

に
対
し
、
陳
謝
の
意
も
な
く
無
視
し
、
横

着
な
中
国
に
は
ぺ
こ
ぺ
こ
頭
を
下
げ
て
謝

罪
し
て
、
彼
ら
の
言
い
な
り
に
な
り
弁
償

金
や
援
助
金
を
払
っ
て
い
る
の
は
甚
だ
不

公
平
で
す
」

　

そ
し
て
「
こ
の
ま
ま
だ
と
我
々
日
本
語

族
は
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
り
、
や
が
て
は

台
湾
の
好
日
は
抗
日
に
移
り
変
わ
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉

に
ハ
ッ
と
な
っ
た
。

「
日
本
語
」
と
「
武
士
道
精
神
」

　

友
愛
会
会
員
の
平
均
年
齢
は
72
歳
、
医

者
が
多
い
と
い
う
。
月
１
回
の
例
会
を
開

い
て
い
る
。

　

懇
談
会
で
は
台
湾
料
理
の
も
て
な
し
も

受
け
た
。
ど
れ
も
お
い
し
か
っ
た
。

　

「
こ
の
料
理
は
『
仏
跳
牆
』（
フ
ォ
テ
ャ

オ
チ
ア
ン
）
と
い
っ
て　

仏
が
塀
を
飛
び

越
え
る
ほ
ど
お
い
し
い　

と
い
う
意
味
で

す
よ
」」

　

「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
何
気
な
く
映

る
書
物
に
日
本
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
ね
」

　

ゼ
ミ
生
は
隣
り
合
わ
せ
た
会
員
と
、
そ

ん
な
会
話
も
楽
し
み
な
が
ら
。

　

新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
の
話
を
聞

い
た
ゼ
ミ
生
も
い
る
。「
武
士
道
と
は
一

言
で
い
う
と
、
義
の
一
語
に
尽
き
る
」
と
。

「
日
本
人
は
、
大
和
民
族
の
誇
り
を
も
っ

て
ほ
し
い
」と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

台
湾
の「
日
本
語
族
」の
人
た
ち
に
と
っ

て
、「
美
し
い
日
本
語
を
守
る
」
と
「
武

士
道
精
神
」
は
同
義
語
で
あ
る
よ
う
に
思

え
て
く
る
。
一
様
に
感
じ
る
リ
ン
と
し
た

姿
勢
に
圧
倒
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
。

　

日
本
人
へ
の
若
者
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
、
と
持
ち
か
け
る
と
、
楊
氏
は
こ
う

語
っ
た
。

　

「
漢
字
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。
台

湾
を
も
っ
と
知
っ
て
く
だ
さ
い
」

友愛会との懇談は「日本語」で、通訳なしの近しさだった


