
河
野
外
相
が
ロ
外
相
と
会
談

し
た
が
、
デ
ー
タ
に
不
自
然

な
点
が
あ
る
と
の
指
摘
が
相

次
い
だ
た
め
、
１
４
日
に
答

弁
を
撤
回
、
陳
謝
し
た
。
政

府
は
当
初
、
法
案
の
国
会
提

出
を
２
月
下
旬
に
予
定
し
て

い
た
が
、３
月
に
ず
れ
こ
む
。

　

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は

「
２
０
１
３
年
度
労
働
時
間

等
総
合
実
態
調
査
」。
一
般

労
働
者
に
は
「
１
カ
月
で
最

も
長
く
働
い
た
日
の
残
業
時

間
」
を
尋
ね
、
法
定
労
働
時

間
の
８
時
間
を
足
し
て
算
出

し
て
い
た
が
、
裁
量
制
で
は

単
純
に
１
日
の
労
働
時
間

を
質
問
し
て
い
た
。

　

質
問
条
件
が
違
う
こ
と

に
、
同
省
幹
部
は
記
者
団

に
「
集
計
時
に
違
う
条
件

を
比
較
し
て
い
る
認
識
は

な
か
っ
た
。
意
図
的
な
数

字
を
作
っ
て
出
し
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
」
と
説

明
。
さ
ら
に
残
業
時
間
が

「
１
日
４
５
時
間
」
な
ど
誤

記
と
み
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が

少
な
く
と
も
３
件
あ
る
な

ど
、
集
計
の
ず
さ
ん
さ
も

認
め
た
。
加
藤
勝
信
厚
労

相
は
予
算
委
で
、
調
査
の

不
備
を
２
月
７
日
に
把
握

し
て
い
た
と
明
ら
か
に
し

た
。

　
【
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
東
京
共
同
】
河
野
太
郎
外
相
が
ロ
シ
ア
の
ラ
ブ
ロ
フ
外
相
と

ド
イ
ツ
で
会
談
し
、
北
方
領
土
で
の
共
同
経
済
活
動
に
向
け
た
協
議
加
速
で
一
致

し
た
。
観
光
や
海
産
物
養
殖
な
ど
の
事
業
を
実
現
し
、
領
土
返
還
へ
の
道
筋
を
付

け
る
シ
ナ
リ
オ
を
描
く
。
だ
が
、
ロ
シ
ア
側
は
領
土
交
渉
に
依
然
応
じ
よ
う
と
し

な
い
。
透
け
る
の
は
「
南
ク
リ
ー
ル
諸
島
（
北
方
領
土
）
を
引
き
渡
せ
ば
、
米
軍

が
来
る
」（
同
国
の
外
交
当
局
者
）
と
の
警
戒
感
だ
。
米
国
と
安
全
保
障
条
約
を

結
ぶ
日
本
は
米
軍
駐
留
を
完
全
に
は
否
定
で
き
ず
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。

で
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
北
方
領

土
で
の
軍
事
演
習
に
一
切
触

れ
な
か
っ
た
。
首
脳
が
憤
り

を
表
明
す
れ
ば
ロ
シ
ア
を
刺

激
し
、
逆
効
果
に
な
る
と
判

断
し
た
と
み
ら
れ
る
。
河
野

氏
は
１
６
日
の
会
談
で
、
ラ

ブ
ロ
フ
氏
に
抗
議
を
申
し
入

れ
た
も
の
の
、
表
現
は
「
遺

憾
」
と
い
う
弱
い
言
い
回
し

に
と
ど
め
た
。

　
▽
根
本
原
因

日
本
、
否
定
で
き
ず
苦
慮

院
予
算
委
員
会
理
事
会
で
報

告
、
調
査
が
不
適
切
だ
っ
た

こ
と
を
認
め
て
謝
罪
し
た
。

菅
義
偉
官
房
長
官
も
記
者
会

見
で
「
極
め
て
不
適
切
だ
っ

た
」
と
述
べ
た
上
で
、
法

案
に
つ
い
て
は
「
労
働
者
に

と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
改

革
。
実
現
に
向
け
全
力
で
取

り
組
む
」
と
強
調
し
た
。
野

党
側
は
反
発
、
予
算
委
は
紛

糾
し
、
質
疑
が
一
時
中
断
し

た
。

　

働
き
方
改
革
は
政
府
の
目

玉
政
策
で
、
安
倍
晋
三
首
相

は
、
デ
ー
タ
を
引
用
し
て
、

裁
量
制
拡
大
の
効
果
を
強
調

　
【
共
同
】
働
き
方
改
革
関

連
法
案
の
柱
、
裁
量
労
働
制

を
巡
る
調
査
に
つ
い
て
、
厚

生
労
働
省
は
１
９
日
、
一
般

労
働
者
と
裁
量
制
で
働
く
人

の
労
働
時
間
を
異
な
る
方
法

で
集
計
し
た
結
果
、
一
般
労

働
者
の
方
が
長
く
な
っ
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
般
労
働
者
に
は
「
最
長
の

残
業
時
間
」
を
質
問
す
る
一

方
、
裁
量
制
で
働
く
人
に
は

単
な
る
労
働
時
間
を
尋
ね
、

条
件
の
違
う
デ
ー
タ
を
比
較

し
て
い
た
。
作
為
に
つ
い
て

は
否
定
し
た
。

　

厚
労
省
が
こ
の
日
の
衆

裁
量
労
働
「
不
適
切
」
と
謝
罪

働
き
方
改
革
、
国
会
紛
糾

に
伝
え
、
協
議
進
展
へ
の
期

待
感
を
示
し
た
。
北
方
領
土

の
ロ
シ
ア
住
民
の
間
に
日
本

経
済
の
恩
恵
を
行
き
渡
ら
せ

れ
ば
、
日
ロ
関
係
改
善
へ
の

機
運
が
生
ま
れ
る
。
そ
う
す

れ
ば
、
ロ
シ
ア
政
府
は
領
土

交
渉
に
前
向
き
に
応
じ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
－
。
発
言
に

は
、
こ
う
し
た
狙
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。

　

筋
書
き
通
り
の
展
開
に
持

ち
込
む
た
め
に
は
、
何
が
必

要
か
。
政
府
筋
は
「
首
脳
間

の
信
頼
関
係
と
友
好
ム
ー
ド

だ
」
と
指
摘
す
る
。
北
方
領

土
を
実
効
支
配
す
る
大
国
ロ

シ
ア
に
強
硬
姿
勢
で
臨
ん
で

も
、
問
題
は
解
決
で
き
な
い

と
の
見
方
だ
。

　

安
倍
晋
三
首
相
も
、
こ
う

し
た
情
勢
認
識
を
抱
い
て
い

る
。
首
相
は
「
北
方
領
土
の

日
」
の
７
日
に
開
か
れ
た
北

方
領
土
返
還
要
求
全
国
大
会

ロシアのラブロフ外相（左端）と会談する河野外相（右端）＝１６
日、ドイツ・ミュンヘン（共同）

　
【
共
同
】
希
望
の
党
結
党

に
先
立
ち
、
小
池
百
合
子
東

京
都
知
事
の
後
ろ
盾
を
得
て

若
狭
勝
元
衆
院
議
員
が
立
ち

上
げ
た
政
治
塾
「
輝
照
塾
」

が
１
７
日
、
最
終
講
義
を

行
っ
た
。
若
狭
氏
は
終
了
後

に
「
閉
塾
」
を
宣
言
。
塾
生

か
ら
国
会
議
員
を
輩
出
す
る

こ
と
な
く
、
開
講
か
ら
わ
ず

か
５
カ
月
で
の
幕
引
き
に
、

参
加
者
か
ら
は
「
大
失
敗

だ
っ
た
」
と
の
恨
み
節
も
漏

れ
た
。

　

輝
照
塾
の
船
出
は
昨
年
９

月
１
６
日
。
講
師
の
小
池
氏

が
約
２
０
０
人
の
塾
生
に

国
政
進
出
へ
の
期
待
を
表
明

し
、
若
狭
氏
も
政
治
改
革
の

必
要
性
を
訴
え
る
な
ど
熱
気

に
包
ま
れ
た
。

　

だ
が
、
そ
の
後
の
衆
院
選

で
希
望
は
公
示
前
の
５
７
議

席
を
下
回
る
５
０
議
席
に
と

ど
ま
り
、
擁
立
し
た
約
３
０

人
の
塾
生
全
員
に
加
え
、
若

狭
氏
も
落
選
し
た
。

　

衆
院
選
後
も
希
望
の
長
島

昭
久
政
調
会
長
ら
を
招
き

「
ほ
そ
ぼ
そ
と
講
義
を
続
け

て
き
た
」（
関
係
者
）も
の
の
、

憲
法
改
正
を
テ
ー
マ
に
細
野

豪
志
元
環
境
相
と
意
見
交
換

し
た
１
７
日
の
講
義
に
出
席

し
た
塾
生
は
約
８
０
人
。
若

狭
氏
は
「
希
望
の
方
向
性
が

見
え
な
い
。
塾
の
活
動
を
終

え
る
」と
記
者
団
に
述
べ
た
。

　

衆
院
選
に
比
例
単
独
で
立

候
補
し
た
あ
る
塾
生
は
「
塾

の
出
身
者
だ
っ
た
の
に
、
選

挙
で
は
何
の
支
援
も
な
か
っ

た
。参
加
は
間
違
い
だ
っ
た
」

と
嘆
い
た
。

「米軍が来る」ロ警戒
　
▽
刺
激
回
避

　

１
６
日
、
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
。
河
野
氏
は
会
談
で

「（
共
同
経
済
活
動
の
）
早
期

実
施
に
向
け
た
作
業
を
加
速

さ
せ
た
い
」
と
ラ
ブ
ロ
フ
氏

じ
ゅ
　
　
か
い

　

現げ
ん

在ざ
い

の
サ
ン
パ
ウ
ロ
日に

っ

伯ぱ
く

援え
ん

護ご

協き
ょ
う

会か
い

は
、
５
つ
の
医い

療り
ょ
う

施し

設せ
つ

、
７
つ
の
福ふ

く

祉し

介か
い

護ご

施し

設せ
つ

、
総そ

う

職し
ょ
く

員い
ん

数す
う

約や
く

２
千せ

ん

人に
ん

を
擁よ

う

す
る
南な

ん

米べ
い

最さ
い

大だ
い

の
日に

っ

系け
い

団だ
ん

体た
い

だ
。
日に

っ

本ぽ
ん

国こ
く

外が
い

に
あ

る
地じ

元も
と

資し

本ほ
ん

の
日に

っ

系け
い

医い

療
り
ょ
う

公こ
う

益え
き

団だ
ん

体た
い

と
し
て
は
世せ

界か
い

最さ
い

大だ
い

級き
ゅ
うだ
ろ
う
。
そ
ん
な
援え

ん

協
き
ょ
う

は
来ら

い

年ね
ん

１
月が

つ

に
創そ

う

立り
つ

６
０
周

し
ゅ
う

年ね
ん

を
迎む

か

え
る
。
こ
こ
ま
で
巨き

ょ

大だ
い

な
組そ

織し
き

に
成せ

い

長ち
ょ
うで
き
た
の

は
、
日に

っ

伯ぱ
く

友ゆ
う

好こ
う

病び
ょ
う

院い
ん

の
お
か

げ
。
そ
の
病

び
ょ
う

院い
ん

が
今こ

年と
し

３
０

周し
ゅ
う

年ね
ん

を
迎む

か

え
る
。
こ
こ
ら
で

ぜ
ひ
〃
原げ

ん

点て
ん

に
返か

え

る
〃
事じ

業
ぎ
ょ
う

を
始は

じ

め
て
ほ
し
い
と
切せ

つ

に
願ね

が

う
▼
援え

ん

協き
ょ
うの
歴れ

き

代だ
い

の
会か

い

長
ち
ょ
う

は
、
邦ほ

う

字じ

紙し

の
新し

ん

年ね
ん

号ご
う

や

移い

民み
ん

の
日ひ

特と
く

集し
ゅ
う

号ご
う

の
挨あ

い

拶さ
つ

で
、
必か

な
ら
ず
次つ

ぎ

の
よ
う
な
言こ

と

葉ば

れ
る
こ
と
な
く
、
医い

療り
ょ
う

分ぶ
ん

野や

と
介か

い

護ご

福ふ
く

祉し

分ぶ
ん

野や

に
於お

い

て
、
名め

い

実じ
つ

と
も
に
日に

っ

系け
い

社し
ゃ

会か
い

の
中

ち
ゅ
う

核か
く

団だ
ん

体た
い

と
し
て
日に

っ

系け
い

社し
ゃ

会か
い

の
み
な
ら
ず
、
ブ
ラ
ジ
ル

社し
ゃ

会か
い

に
も
貢こ

う

献け
ん

し
て
い
く
所し

ょ

存ぞ
ん

で
あ
り
ま
す
》
と
書か

い
て

い
る
▼
だ
が
、
こ
こ
１
０
年ね

ん

余あ
ま

り
「
本ほ

ん

当と
う

に
そ
う
だ
ろ
う

か
」
と
首く

び

を
ひ
ね
る
こ
と
が

あ
る
。
施し

設せ
つ

の
設せ

つ

備び

が
良よ

く

な
っ
た
記き

事じ

は
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

に
見み

る
な
い
。
邦ほ

う

字じ

紙し

で
よ
く
出で

る

よ
う
な
人じ

ん

物ぶ
つ

、
県け

ん

人じ
ん

会か
い

や
地ち

方ほ
う

日に
っ

系け
い

団だ
ん

体た
い

、
老ろ

う

人じ
ん

会か
い

な
ど

の
役や

く

員い
ん

や
会か

い

員い
ん

ら
は
、
成せ

い

功こ
う

者し
ゃ

か
、
安あ

ん

定て
い

し
た
生せ

い

活か
つ

を
手て

に
入い

れ
た
人ひ

と

だ
。
実じ

っ

際さ
い

に
は
、

そ
の
よ
う
な
組そ

織し
き

に
参さ

ん

加か

し

た
く
て
も
で
き
な
い
人ひ

と

が
た

く
さ
ん
い
る
。
元が

ん

来ら
い

の
福ふ

く

祉し

団だ
ん

体た
い

と
し
て
の
援え

ん

護ご

協き
ょ
う

会か
い

が
目め

を
向む

け
る
べ
き
な
の
は
、

高こ
う

額が
く

な
医い

療り
ょ
う

費ひ

や
保ほ

険け
ん

が
払は

ら

え
る
〃
お
客き

ゃ
く
さ
ん
〃
だ
け
で

な
く
、
そ
の
よ
う
な
移い

民み
ん

で

は
な
か
っ
た
か
▼
さ
ら
に
言い

え

ば
、
コ
ラ
ム
子し

も
そ
う
だ
が

子こ

供ど
も

が
い
な
い
夫ふ

う

婦ふ

や
、
独ど

く

身し
ん

者し
ゃ

に
も
目め

を
向む

け
て
ほ
し

い
。
子こ

供ど
も

が
い
て
立り

っ

派ぱ

に
育そ

だ

て
上あ

げ
、
世せ

話わ

に
な
れ
る
良

り
ょ
う

好こ
う

な
関か

ん

係け
い

を
築き

ず

け
て
い
る
人ひ

と

は
、
あ
る
意い

味み

、
そ
れ
だ
け

で
十

じ
ゅ
う

分ぶ
ん

に
人じ

ん

生せ
い

の
成せ

い

功こ
う

者し
ゃ

だ
。

だ
が
子こ

供ど
も

が
い
な
い
夫ふ

う

婦ふ

や
子こ

供ど
も

の
世せ

話わ

に
な
り
た
く
な

い
夫ふ

う

婦ふ

、
独ど

く

身し
ん

者し
ゃ

に
は
面め

ん

倒ど
う

を
見み

て
く
れ
る
人ひ

と

が
い
な
い
。

そ
の
不ふ

安あ
ん

が
常つ

ね

に
付つ

き
ま
と

う
。
そ
れ
な
り
の
自じ

宅た
く

ア
パ

ー
ト
を
所し

ょ

有ゆ
う

し
て
い
る
人ひ

と

も

多お
お

い
だ
ろ
う
か
ら
、「
自じ

分ぶ
ん

が

死し

ん
だ
ら
、
こ
の
不ふ

動ど
う

産さ
ん

は

ど
う
な
る
の
か
。
市し

役や
く

所し
ょ

な

ど
の
公こ

う

的て
き

機き

関か
ん

に
没ぼ

っ

収し
ゅ
うさ
れ

て
お
終し

ま

い
か
」
な
ど
と
漠ば

く

然ぜ
ん

と
考か

ん
が
え
た
り
す
る
▼
援え

ん

協き
ょ
うに

は
そ
の
不ふ

動ど
う

産さ
ん

を
担た

ん

保ぽ

に
し

て
、
生い

き
て
い
る
時と

き

に
不ふ

安あ
ん

が
減へ

る
よ
う
に
支し

援え
ん

を
し
て

も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
子こ

ど
も
が
い
な
い
夫ふ

う

婦ふ

、
子こ

供ど
も

は
い
る
が
頼た

よ

り
た
く
な
い
人ひ

と

、

独ど
く

身し
ん

者し
ゃ

ら
が
安あ

ん

心し
ん

し
て
老ろ

う

後ご

を
過す

ご
せ
る
よ
う
な
医い

療り
ょ
う

福ふ
く

祉し

支し

援え
ん

だ
。
生せ

い

前ぜ
ん

に
不ふ

動ど
う

産さ
ん

な
ど
の
所し

ょ

有ゆ
う

物ぶ
つ

を
援え

ん

協き
ょ
うに
遺い

産さ
ん

相そ
う

続ぞ
く

す
る
契け

い

約や
く

を
し
、
そ

の
代か

わ
り
に
週し

ゅ
う
１
回か

い

と
か
２

週し
ゅ
う

間か
ん

に
１
回か

い

ぐ
ら
い
契け

い

約や
く

者し
ゃ

の
家い

え

に
福ふ

く

祉し

部ぶ

か
ら
連れ

ん

絡ら
く

を

取と

り
、
健け

ん

康こ
う

状じ
ょ
う

態た
い

を
聞き

き
世せ

間け
ん

話ば
な
しを
す
る
。
皆み

な

が
顔か

お

を
合あ

わ
せ
て
お
互た

が

い
の
近き

ん

況き
ょ
う

報ほ
う

告こ
く

を
で
き
る
よ
う
な
場ば

が
、
福ふ

く

祉し

部ぶ

に
あ
れ
ば
さ
ら
に
い
い
。

体た
い

調ち
ょ
うが
悪わ

る

け
れ
ば
、
日に

っ

伯ぱ
く

友ゆ
う

好こ
う

病び
ょ
う

院い
ん

で
検け

ん

査さ

や
治ち

療り
ょ
うを

し
、
最さ

い

後ご

と
な
れ
ば
や
す
ら

ぎ
ホ
ー
ム
な
ど
に
収

し
ゅ
う

容よ
う

し
て

も
ら
い
、
ひ
っ
そ
り
と
葬そ

う

儀ぎ

を
し
て
墓ぼ

地ち

に
埋ま

い

葬そ
う

し
て
も

ら
う
。
い
わ
れ
ば
、
移い

民み
ん

の

最さ
い

後ご

を
看み

取と

る
事じ

業ぎ
ょ
うだ
▼
昨さ

く

年ね
ん

６
月が

つ

に
亡な

く
な
っ
た
、
南な

ん

米べ
い

日に
っ

系け
い

社し
ゃ

会か
い

の
恩お

ん

人じ
ん

・
神じ

ん

内な
い

良り
ょ
う

一い
ち
さ
ん
が
約や

く

１
１
億お

く

円え
ん

も

寄き

付ふ

し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、

現げ
ん

在ざ
い

の
援え

ん

協き
ょ
うが
あ
る
。
神じ

ん

内な
い

さ
ん
は
１
９
８
７
年ね

ん

に
偶ぐ

う

然ぜ
ん

目め

に
し
た
朝あ

さ

日ひ

新し
ん

聞ぶ
ん

記き

事じ

「
故こ

国こ
く
へ
里さ

と

帰が
え

り
し
た　

訴う
っ
た
え

る
ブ
ラ
ジ
ル
移い

民み
ん

」
に
心こ

こ
ろ
を

動う
ご

か
さ
れ
、
移い

民み
ん

支し

援え
ん

を
始は

じ

め
た
。「
若わ

か

き
日ひ

の
ブ
ラ
ジ
ル

へ
の
想お

も

い
と
消き

え
ぬ
記き

憶お
く

は
強つ

よ

く
心こ

こ
ろ
に
あ
り
、
地ち

球き
ゅ
うの
裏う

ら

側が
わ

で
寂さ

び

し
く
老お

い
る
日に

本ほ
ん

人じ
ん

移い

民み
ん

の
存そ

ん

在ざ
い

を
伝つ

た

え
る
新し

ん

聞ぶ
ん

記き

事じ

に
激は

げ

し
く
胸む

ね

を
突つ

か
れ

た
」「
運う

ん

命め
い

が
少す

こ

し
違ち

が

っ
て
い

れ
ば
、
伯は

っ

国こ
く
へ
渡わ

た
っ
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
異い

国こ
く

に
生

し
ょ
う

涯が
い

を
捧さ

さ

げ
た
同ど

う

胞ほ
う

を
少す

こ

し
で
も

慰な
ぐ
さめ
た
い
―
」（
著ち

ょ

書し
ょ

『
私

わ
た
し

の
国こ

く

際さ
い

福ふ
く

祉し

の
原げ

ん

点て
ん

―
行お

こ
ない

想お
も

い
を
越こ

ゆ
る
こ
と
な
し
―
』

（
２
０
１
７
年ね

ん

、
公こ

う

益え
き

財ざ
い

団だ
ん

法ほ
う

人じ
ん

日に

本ほ
ん

国こ
く

際さ
い

協き
ょ
う

力り
ょ
く

財ざ
い

団だ
ん

）

と
あ
る
▼
な
ら
ば
神じ

ん

内な
い

さ
ん

の
基き

金き
ん

は
本ほ

ん

来ら
い

、
移い

民み
ん

を
看み

取と

る
た
め
に
使つ

か

わ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
そ
の
お
金か

ね

は

今い
ま

ま
で
主お

も

に
、
日に

っ

伯ぱ
く

友ゆ
う

好こ
う

病
び
ょ
う

院い
ん

の
経け

い

営え
い

改か
い

善ぜ
ん

や
、
援え

ん

協
き
ょ
う

本ほ
ん

部ぶ

建け
ん

築ち
く

の
た
め
に
使つ

か

わ
れ

て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
か
ら
は

「
移い

民み
ん

を
看み

取と

る
事じ

業ぎ
ょ
う」
の

た
め
に
回ま

わ

し
て
ほ
し
い
。
安あ

ん

心し
ん

し
て
移い

民み
ん

が
老ろ

う

後ご

を
過す

ご

せ
る
こ
と
。
今い

ま

し
な
け
れ
ば
、

も
う
二に

度ど

と
そ
の
機き

会か
い

は
来こ

な
い
。　
　
　
　
　
　
（
深ふ

か

）

が
、
以い

前ぜ
ん

な
ら
よ
く
見み

た
よ

う
な
、
路ろ

上じ
ょ
う

生せ
い

活か
つ

す
る
戦せ

ん

後ご

移い

民み
ん

や
日に

っ

系け
い

人じ
ん

を
福ふ

く

祉し

部ぶ

が

施し

設せ
つ

に
保ほ

護ご

し
た
な
ど
の
話

は
な
し

を
久ひ

さ

し
く
聞き

か
な
い
。
貧ひ

ん

困こ
ん

者し
ゃ

や
病

び
ょ
う

人に
ん

な
ど
の
移い

民み
ん

を
助た

す

け
る
の
が
援え

ん

協き
ょ
うの
原げ

ん

点て
ん

だ
っ

た
は
ず
だ
▼
邦ほ

う

字じ

紙し

に
は
常つ

ね

に
移い

民み
ん

の
成せ

い

功こ
う

者し
ゃ

が
溢あ

ふ

れ
て

い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
全ぜ

ん

移い

民み
ん

の
ほ
ん
の
一い

ち

部ぶ

で
あ
る
こ
と

を
肝き

も

に
銘め

い

じ
な
け
れ
ば
い
け

樹  

海

　
【
共
同
】
将
棋
の
最
年

少
プ
ロ
、
藤
井
聡
太
五
段

（
１
５
）
が
１
７
日
、
朝
日

杯
オ
ー
プ
ン
戦
で
棋
戦
（
公

式
戦
）
初
優
勝
を
飾
り
、
六

段
に
昇
段
し
た
。
棋
戦
優
勝

も
六
段
も
史
上
最
年
少
で
中

学
生
で
は
初
め
て
。
準
決
勝

で
羽
生
善
治
二
冠
（
４
７
）、

決
勝
で
広
瀬
章
人
八
段

（
３
１
）
を
破
っ
た
。
日
本

中
を
沸
か
せ
た
中
学
生
が
、

再
び
快
挙
を
成
し
遂
げ
た
。

　

藤
井
六
段
は
１
５
歳
６
カ

月
。
こ
れ
ま
で
の
最
年
少
棋

戦
優
勝
は
１
９
５
５
年
に

加
藤
一
二
三
・
九
段
（
７
８
）

が
六
・
五
・
四
段
戦
（
現
在
は

終
了
）
で
達
成
し
た
１
５
歳

１
０
カ
月
で
、
６
３
年
ぶ
り

に
塗
り
替
え
た
。

　

藤
井
六
段
は
「（
優
勝
と

い
う
）
大
き
な
結
果
を
残
せ

て
自
信
に
な
っ
た
。
こ
れ
を

励
み
に
さ
ら
に
頑
張
っ
て
い

き
た
い
。
羽
生
二
冠
は
憧
れ

の
存
在
で
公
式
戦
で
の
対
局

は
夢
だ
っ
た
。
勝
利
を
収
め

る
こ
と
が
で
き
て
感
無
量
で

す
」
と
話
し
た
。

　

朝
日
杯
は
持
ち
時
間
各

４
０
分
で
、
タ
イ
ト
ル
戦

以
外
の
一
般
棋
戦
。
藤
井

六
段
は
１
、２
次
予
選
を
突

破
、
１
６
人
が
出
場
す
る
本

援え
ん
協き

ょ
うは
、
移い

民み
ん
の
最さ

い
後ご

を
看み

取と

る
事じ

業ぎ
ょ
うを

　

こ
う
し
た
融
和
姿
勢
が
成

果
に
結
び
付
く
か
は
見
通
せ

な
い
。
返
還
後
の
北
方
領
土

に
米
軍
が
駐
留
す
る
の
で
は

な
い
か
と
の
ロ
シ
ア
の
疑
念

を
解
消
で
き
な
い
た
め
だ
。

　

説
得
で
き
な
い
根
本
原
因

は
安
保
条
約
に
あ
る
と
さ
れ

る
。
６
条
は
「
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
は
陸
軍
、
空
軍
及
び
海

軍
が
日
本
国
に
お
い
て
施
設

及
び
区
域
を
使
用
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
る
」と
明
記
。「
条

文
に
照
ら
せ
ば
、
日
本
が
北

方
領
土
へ
の
米
軍
駐
留
を
拒

否
す
る
の
は
難
し
い
」（
外

務
省
Ｏ
Ｂ
）
と
見
る
向
き
は

多
い
。

　

６
条
解
釈
に
関
し
、
首
相

は
１
４
日
の
衆
院
予
算
委
員

会
で
「
米
軍
が
望
め
ば
ど
こ

厚
労
省
、
条
件
違
う
調
査
比
較

戦
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に
進
出
し

た
。
１
月
の
準
々
決
勝
で
佐

藤
天
彦
名
人
（
３
０
）
に

勝
利
。
こ
の
日
は
準
決
勝
で

永
世
七
冠
の
羽
生
二
冠
に

１
１
９
手
で
公
式
戦
初
勝
利

し
、
決
勝
は
１
１
７
手
で
広

瀬
八
段
を
破
っ
た
。

　

加
藤
九
段
の
優
勝
は
六
段

以
下
の
棋
士
が
対
象
の
棋
戦

だ
っ
た
が
、
今
回
の
朝
日
杯

に
は
全
棋
士
が
参
加
。
全
棋

士
参
加
棋
戦
の
最
年
少
記
録

は
こ
れ
ま
で
、
８
７
年
に
羽

生
二
冠
が
天
王
戦（
９
３
年
、

棋
王
戦
に
統
合
）
で
達
成
し

た
１
７
歳
２
カ
月
だ
っ
た
。

　

藤
井
六
段
は
愛
知
県
瀬
戸

市
在
住
の
中
学
３
年
生
。
杉

本
昌
隆
七
段
（
４
９
）
に
弟

子
入
り
し
、
２
０
１
２
年
、

プ
ロ
棋
士
を
養
成
す
る
奨
励

会
に
入
会
。
１
６
年
１
０
月

に
史
上
最
年
少
の
１
４
歳
２

カ
月
で
プ
ロ
入
り
、
加
藤
九

段
が
持
っ
て
い
た
１
４
歳
７

カ
月
の
最
年
少
記
録
を
６
２

年
ぶ
り
に
更
新
し
た
。
１
７

年
６
月
に
は
２
９
連
勝
の
新

記
録
を
打
ち
立
て
た
。

　

１
７
年
度
の
通
算
成
績

は
こ
こ
ま
で
５
６
勝
１
１

敗
（
８
割
３
分
６
厘
）
で
勝

ち
数
、
勝
率
と
も
に
首
位
を

走
っ
て
い
る
。

神じ
ん

内な
い

氏し

の
お
か
げ
で
拡か

く

張ち
ょ
うし
た
病

び
ょ
う

棟と
う
の
威い

容よ
う

朝
日
杯
準
決
勝
で
羽
生
破
る

藤
井
、
最
年
少
の
棋
戦
優
勝

で
も
置
け
る
と
い
う
こ
と
で

は
全
く
な
い
。
日
本
の
同
意

が
必
要
だ
」
と
説
明
し
た
。

河
野
氏
も
１
６
日
の
会
談

で
、
同
様
の
認
識
を
ラ
ブ
ロ

フ
氏
に
伝
え
た
も
よ
う
だ
。

だ
が
ロ
シ
ア
が
納
得
し
た
様

子
は
う
か
が
え
な
い
。

　
▽
く
ぎ
刺
し

　

ロ
シ
ア
側
の
姿
勢
は
強
硬

だ
。
ラ
ブ
ロ
フ
氏
は
１
１
日

放
映
の
国
営
テ
レ
ビ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
「
安
保
条
約
は

日
本
の
領
土
で
の
米
軍
基
地

設
置
を
想
定
し
て
い
る
」
と

強
調
し
た
。
日
ロ
関
係
筋
は

「
米
軍
が
駐
留
す
る
可
能
性

を
排
除
し
な
け
れ
ば
、
交
渉

は
進
め
な
い
と
の
趣
旨
に
受

け
取
れ
る
」
と
解
説
す
る
。

朝日杯オープン戦本戦で優
勝し、笑顔で写真撮影に応
じる藤井聡太六段。最年
少の１５歳６カ月で棋戦優
勝を果たした＝１７日午後、
東京都千代田区（共同）

わずか５カ月、恨み節も

小池氏後ろ盾
の政治塾に幕

を
の
べ
る
。
例た

と

え
ば

２
０
１
４
年ね

ん

の
新し

ん

年ね
ん

号ご
う

の
挨あ

い

拶さ
つ

で
、
当と

う

時じ

の
菊き

く

地ち

義よ
し

治は
る

会か
い

長
ち
ょ
う

は
《
高こ

う

齢れ
い

の
経け

い

済ざ
い

的て
き

困こ
ん

窮き
ゅ
う

者し
ゃ

や
社し

ゃ

会か
い

的て
き

弱じ
ゃ
く

者し
ゃ

の
方か

た

々が
た

に
対た

い

し

て
は
、
今こ

ん

後ご

も
引ひ

き

続つ
づ

き
、
救

き
ゅ
う

済さ
い

援え
ん

護ご

の

手て

を
差さ

し
伸の

べ
て
ま

い
り
ま
す
。（
中

ち
ゅ
う

略り
ゃ
く）

援え
ん

協き
ょ
うは
、
今こ

ん

後ご

と
も

創そ
う

立り
つ

の
理り

念ね
ん

「
社し

ゃ

会か
い

的て
き

弱じ
ゃ
く

者し
ゃ

の
救

き
ゅ
う

済さ
い

援え
ん

護ご

の
精せ

い

神し
ん

」
を
忘わ

す
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週
末
も
相
次
い
だ
不
安
な
事
件

行
き
」
と
か
、「
政
府
は
社

会
保
障
制
度
改
革
を
埋
葬
」

な
ど
の
言
葉
が
踊
っ
た
。

　

採
決
を
引
き
延
ば
し
て
説

得
工
作
を
行
っ
て
も
、
下
院

で
の
承
認
に
必
要
な
３
０
８

票
の
賛
成
取
り
ま
と
め
は
困

難
で
、「
国
民
の
命
を
護
る

Ｉ
Ｆ
を
優
先
さ
せ
た
た
め
、

社
会
保
障
制
度
改
革
は
で
き

な
か
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
こ

の
ま
ま
で
き
ず
に
終
わ
る

か
、
採
決
で
否
決
さ
れ
る
よ

り
も
政
治
的
ダ
メ
ー
ジ
は
小

さ
く
す
む
。

　

た
だ
し
、
大
統
領
府
は
、

公
式
な
立
場
と
し
て
は
、
社

会
保
障
制
度
改
革
を
諦
め
て

い
な
い
。
来
週
２
６
日
に
予

定
さ
れ
て
い
た
、
各
州
知
事

を
集
め
て
社
会
保
障
制
度
改

革
へ
の
支
持
を
訴
え
る
会
合

　

１
６
日
午
後
に
連
邦
政
府
が
出
し
た
、
リ
オ
州
の
治
安
に
関
す
る
直
接
統
治
（
イ

ン
テ
ル
ヴ
ェ
ン
ソ
ン
・
フ
ェ
デ
ラ
ル
・
Ｉ
Ｆ
）
を
定
め
た
大
統
領
令
は
国
内
外
に

衝
撃
を
与
え
、
連
邦
政
府
で
も
リ
オ
で
も
混
乱
し
た
状
態
が
続
い
て
い
る
。
１
７

〜
１
９
日
付
伯
字
紙
が
報
じ
て
い
る
。

る
事
件
が
相
次
い
で
い
る
。

　

そ
の
ひ
と
つ
は
、
１
８
日

に
フ
ル
ミ
ネ
ン
セ
海
岸
部

ジ
ャ
ペ
リ
に
あ
る
ミ
ウ
ト
ン
・

ジ
ア
ス
・
モ
レ
イ
ラ
刑
務
所

で
起
き
た
、
脱
走
未
遂
と
暴

動
だ
。
暴
動
は
、
脱
走
未
遂

後
の
収
監
者
数
確
認
時
に
起

き
、
一
時
は
、
刑
務
所
職
員

８
人
を
含
む
、
１
０
人
が
人

質
に
取
ら
れ
、
負
傷
者
な
ど

も
出
た
。

　

ま
た
、
１
７
日
に
は
リ
オ

市
北
部
チ
ジ
ュ
ッ
カ
で
男
性

１
人
が
死
亡
、
１
人
が
負
傷

す
る
事
件
が
起
き
、
火
器
類

や
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
な
い

バ
イ
ク
な
ど
が
押
収
さ
れ
た
。

１
８
日
は
同
市
西
部
の
バ
ン

グ
ー
で
銃
撃
戦
が
起
こ
り
、

軍
警
軍
曹
１
人
を
含
む
３
人

が
死
亡
、
４
人
が
負
傷
す
る

事
件
も
起
き
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
事
態
に
関
し
、

ト
ル
ク
ア
ッ
ト
・
ジ
ャ
ル
ジ
ン

法
相
は
、「
保
安
の
管
轄
変

更
後
に
反
動
が
起
き
る
こ
と

は
予
測
し
て
い
た
。
犯
罪
組

織
が
、
国
軍
指
揮
下
の
保
安

が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る

　

１
６
日
に
突
如
発
表
さ
れ

た
、
リ
オ
の
保
安
に
関
す
る

連
邦
政
府
の
直
接
統
治
が
、

当
の
州
民
に
は
ど
う
映
っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。「
最
悪
な

と
こ
ろ
ま
で
悪
化
し
て
い
た

の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と

い
う
声
も
あ
る
反
面
、
一
部

と
は
言
え
、
地
方
行
政
機
能

の
か
、
試
し
て
み
て
い
る
の
だ

ろ
う
」
と
語
り
、
こ
の
程
度

の
犯
罪
発
生
は
想
定
範
囲
内

と
の
見
解
を
示
し
た
。

　

同
州
内
の
市
警
、
軍
警
、

消
防
隊
の
統
括
権
は
、
Ｉ
Ｆ

発
表
後
、
ワ
ル
テ
ル
・
ブ
ラ

ガ
・
ネ
ッ
ト
陸
軍
司
令
官
に

移
管
さ
れ
た
。
週
末
の
リ
オ

州
で
は
、
カ
ー
ニ
バ
ル
の
イ
ベ

ン
ト
や
大
統
領
訪
問
な
ど
も

あ
り
、
陸
軍
も
交
え
た
警
備

が
通
常
よ
り
や
や
強
化
さ
れ

た
。
な
お
、
ブ
ラ
ガ
将
軍
は

治
安
部
門
の
統
括
責
任
者
任

命
直
後
の
１
６
日
、「
具
体

的
な
計
画
は
何
も
決
ま
っ
て

い
な
い
が
、
リ
オ
の
現
状
は
マ

ス
コ
ミ
が
騒
ぐ
ほ
ど
酷
く
な

い
」
と
語
っ
た
。

　

大
統
領
は
議
会
で
の
審
議

を
控
え
た
１
９
日
朝
、
連
邦

政
府
は
治
安
省
設
置
も
宣
言

は
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
て
い
な

い
が
、
リ
オ
州
の
フ
ェ
ル
ナ

ン
ド
・
ペ
ゾ
ン
知
事
の
「
社

会
保
障
制
度
改
革
を
強
く
支

持
す
る
」
と
の
言
葉
も
、
む

な
し
く
響
く
。

ｅ
）
の
ラ
ン
ド
ル
フ
ィ
・
ロ

ド
リ
ゲ
ス
上
議
も
、
Ｉ
Ｆ
一

時
停
止
と
な
れ
ば
、
最
高
裁

に
一
時
停
止
措
置
無
効
を
求

め
て
訴
え
る
意
向
だ
。

　

ロ
ド
リ
ゴ
・
マ
イ
ア
下
院

処
が
立
っ
た
ら
、
Ｉ
Ｆ
を
一

時
的
に
停
止
し
、
そ
の
間
に

採
決
を
行
う
」
と
演
説
で
述

べ
た
が
、
野
党
や
、
法
曹
界

か
ら
も
反
対
の
声
が
上
が
っ

て
い
る
と
、
１
６
〜
１
８
日

付
伯
字
各
紙
・
サ
イ
ト
が
報

じ
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｆ
宣
言
か
ら
一
夜
明
け

た
各
紙
に
は
、「
社
会
保
障

制
度
改
革
は
事
実
上
の
墓
場

　
【
既
報
関
連
】
１
６
日
に

リ
オ
州
治
安
部
門
に
連
邦
政

府
の
介
入
（
Ｉ
Ｆ
）
が
宣
言

さ
れ
、
議
会
で
は
承
認
手
続

き
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｆ
発
令
中
は
憲
法
改
正

が
出
来
ず
、憲
法
改
正
案（
Ｐ

Ｅ
Ｃ
）
で
あ
る
社
会
保
障
制

度
改
革
は
行
え
な
い
た
め
、

「
カ
ー
ニ
バ
ル
開
け
に
や
る
」

と
さ
れ
て
き
た
、
社
会
保
障

制
度
改
革
の
下
院
採
決
は
棚

上
げ
と
な
っ
た
。

　

テ
メ
ル
大
統
領
は
、「
社

会
保
障
制
度
改
革
採
決
の
目

Ｉ
Ｆ
発
令
中
は
憲
法
改
正
で
き
ず

Ｐ
Ｃ
Ｃ
幹
部
ら
の
死
体
発
見

Ｉ
Ｆ
一
時
停
止
は
違
憲
の
声
多
数

議
長
（
民
主
党
・
Ｄ
Ｅ
Ｍ
）

も
、「
下
院
と
上
院
で
Ｉ
Ｆ

を
承
認
し
た
後
に
社
会
保
障

制
度
改
革
へ
の
賛
成
票
を
固

め
た
上
で
、
Ｉ
Ｆ
を
一
時
停

止
し
て
社
会
保
障
制
度
改
革

の
採
決
と
い
う
一
連
の
作
業

を
、
２
月
中
に
行
う
の
は
困

難
」
と
認
め
て
い
る
。「
２

月
を
越
せ
ば
、
選
挙
が
さ
ら

に
近
く
な
り
、
社
会
保
障
制

度
改
革
は
極
め
て
難
し
く
な

る
」
と
は
、
政
府
内
の
経
済

政
策
班
か
ら
の
声
だ
。

　

な
お
、
１
９
日
は
Ｉ
Ｆ
の

承
認
手
続
き
が
始
ま
り
、
社

会
保
障
制
度
改
革
採
決
の
可

能
性
は
な
く
な
っ
た
が
、
政

府
は
昨
年
末
に
２
月
１
９
日

を
社
会
保
障
制
度
改
革
採
決

日
と
定
め
て
い
た
た
め
、
同

日
は
、
全
伯
１
９
州
で
そ
れ

に
あ
わ
せ
て
計
画
さ
れ
て
い

た
反
対
デ
モ
が
発
生
し
た
。

き
、
ル
イ
ス・フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・

ペ
ザ
ン
知
事
や
マ
ル
セ
ロ
・

ク
リ
ヴ
ェ
ラ
・
リ
オ
市
市
長

ら
と
具
体
的
な
話
し
合
い
も

行
っ
た
。

　

ま
た
、
同
日
は
、
法
務

省
を
一
部
分
割
し
、「
治
安

省
」
を
新
設
す
る
こ
と
を
宣

言
。
治
安
省
の
人
事
な
ど
の

詳
細
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い

が
、
同
省
は
恒
久
的
な
も
の

で
は
な
く
、「
Ｉ
Ｆ
の
際
の
業

務
調
整
の
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
国
政
の
範
疇
を
超
え
な

い
」
と
い
う
。

　

同
省
設
置
に
つ
い
て
は
、
エ

ウ
ニ
シ
オ
・
オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
、

ロ
ド
リ
ゴ
・
マ
イ
ア
の
上
下

両
院
議
長
と
も
既
に
話
し
合

わ
れ
て
お
り
、
す
ぐ
に
法
案

が
送
ら
れ
る
見
込
み
だ
と
い

う
。

　

一
方
、
リ
オ
州
内
で
は

１
６
日
の
Ｉ
Ｆ
発
表
以
降

も
、
治
安
の
悪
化
を
裏
付
け

１
９
日
に
ク
リ
チ
ー
バ
で
発
生
し
た
社
会

保
障
制
度
改
革
反
対
デ
モ
（
Ｇ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ

ｎ 

Ｍ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
）

１
９
日
の
全
国
保
安
審
議
委
員
会
の
様
子

（
Ｆ
ｏ
ｔ
ｏ
ｓ
： 

Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｏ
ｓ 

Ｃ
ｏ
ｒ
ｒ　
ａ
／
Ｐ
Ｒ
）

連
邦
議
会
の
承
認
手
続
始
ま
る

セアラー州

審
議
会
と
全
国
保
安
審
議
会

を
召
集
。
会
議
に
は
上
下
両

院
議
長
や
主
要
閣
僚
、
３
軍

の
長
ら
が
会
し
、
リ
オ
州
の

治
安
に
関
す
る
Ｉ
Ｆ
の
是
非

を
問
う
た
が
、
大
統
領
は
決

議
に
従
う
義
務
は
な
い
。

が
止
め
ら
れ
、
軍
が
統
治
に

関
与
し
て
い
る
こ
と
に
拒
否

反
応
を
示
し
て
い
る
人
も
少

な
く
な
さ
そ
う
。
そ
ん
な
最

中
、
１
７
日
に
行
わ
れ
た
、

リ
オ
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ズ
・

カ
ー
ニ
バ
ル
で
、
準
優
勝
の

ツ
イ
ウ
チ
の
「
吸
血
鬼
の
テ

メ
ル
」
か
ら
、
大
統
領
の
た

す
き
が
消
え
て
い
た
こ
と
が

話
題
と
な
っ
た
。
人
々
の
話

題
は
「
こ
こ
に
も
連
邦
政
府

が
口
出
し
を
し
た
の
で
は
」

と
持
ち
き
り
だ
っ
た
。さ
て
、

こ
れ
か
ら
ど
ん
な
統
治
と
な

る
の
か
。

　
　
　
　
　

◎

　

こ
こ
数
日
、
雨
は
降
れ
ど

も
そ
れ
が
い
ず
れ
も
小
雨

で
、
６
大
水
系
の
降
水
量
が

な
か
な
か
上
が
ら
な
い
大
聖

市
圏
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
６
大
水
系
の
水

位
は
下
が
ら
ず
、
こ
の
少
雨

で
も
逆
に
上
が
っ
て
い
る
ほ

ど
。
１
９
日
付
エ
ス
タ
ー
ド

紙
に
よ
る
と
、
２
０
１
４
年

に
迎
え
た
水
危
機
以
来
、
聖

州
民
の
水
道
使
用
量
は
平
均

１
５
％
落
ち
て
い
る
と
い
う

が
、
そ
の
影
響
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
水
位
が

も
っ
と
上
が
る
よ
う
、
停
滞

気
味
の
現
在
の
寒
冷
前
線
が

去
っ
て
、
次
の
前
線
に
期
待

し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
。

　
　
　
　
　

◎

　

１
８
日
の
サ
ッ
カ
ー
聖
州

選
手
権
、
聖
市
モ
ル
ン
ビ
・

ス
タ
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
た
ク

ラ
シ
コ
（
伝
統
カ
ー
ド
）
の

サ
ン
パ
ウ
ロ
対
サ
ン
ト
ス

は
、
欧
州
か
ら
戻
っ
て
き
た

エ
ー
ス
・
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
、

ガ
ビ
ゴ
ル
の
ゴ
ー
ル
が
決
め

手
と
な
り
、
サ
ン
ト
ス
が
１

―
０
で
勝
利
し
た
。
欧
州

で
は
出
場
機
会
を
失
っ
て
い

た
ガ
ビ
ゴ
ル
だ
っ
た
が
、
古

巣
に
復
帰
し
て
か
ら
は
好
調

で
、
３
試
合
連
続
で
３
得
点

の
活
躍
を
見
せ
て
い
る
。

　

２
０
１
６
年
に
セ
ア
ラ
ー

州
で
生
ま
れ
た
、
体
の
一

部
が
繋
が
っ
た
状
態
の
双
子

（
シ
ャ
ム
双
生
児
）
の
女
の

子
の
切
断
手
術
の
第
１
段
階

が
、
１
７
日
に
聖
州
リ
ベ
イ

ロ
ン
・
プ
レ
ッ
ト
市
で
行
わ

れ
、
無
事
成
功
と
、
１
８
日

付
伯
字
各
紙
が
報
じ
た
。

　

同
市
に
あ
る
、
サ
ン
パ
ウ

ロ
総
合
大
学
（
Ｕ
Ｓ
Ｐ
）
大

学
病
院
の
神
経
外
科
医
、
エ

リ
オ
・
ル
ー
ベ
ン
ス
・
マ
シ
ャ

ド
医
師
の
指
揮
の
下
、
手
術

は
行
わ
れ
た
。
１
歳
６
カ
月

の
マ
リ
ア
・
イ
ザ
ベ
ッ
レ
ち
ゃ

ん
と
マ
リ
ア
・
イ
ザ
ド
ラ
ち
ゃ

ん
は
頭
が
繋
が
っ
た
状
態
で

生
ま
れ
、
こ
の
日
は
血
管
や

脳
分
離
に
向
け
た
手
術
が
行

わ
れ
た
。
二
人
の
容
態
は
安

定
し
て
い
る
が
、
完
全
に
体

を
分
離
す
る
に
は
後
３
回
の

手
術
が
必
要
だ
。

　

２
人
の
母
親
の
デ
ボ
ラ
・

サ
ン
ト
ス
さ
ん
（
２
７
）
は
、

「『
手
術
は
全
て
計
画
通
り
に

進
ん
だ
』
と
先
生
は
言
っ
て

く
れ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

　

双
子
の
新
生
児
の
頭
が
繋

が
っ
た
状
態
で
生
ま
れ
て
く

る
可
能
性
は
１
０
０
万
回
に

０
・
６
回
だ
。
伯
国
で
こ
の

種
の
手
術
は
過
去
に
１
回
し

か
例
が
な
い
。
そ
の
時
は
片

方
の
小
児
は
小
頭
症
で
、
命

を
取
り
留
め
る
事
が
出
来
な

か
っ
た
。

　

伯
国
の
医
師
団
は
手
術
に

当
た
り
、
国
際
的
権
威
で
あ

る
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ・
グ
ッ
ド
リ
ッ

チ
医
師
の
助
力
を
仰
い
だ
。

同
医
師
は
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
モ
ン
テ
フ
ィ
オ
ー
レ
・
メ

デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
に
勤
め
て

お
り
、
同
種
の
手
術
を
２
０

件
手
が
け
た
経
験
が
あ
る
。

　

第
２
段
階
は
、
２
人
の
回

復
を
待
っ
て
か
ら
、
４
カ
月

後
に
行
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
の

１
年
後
に
第
３
段
階
が
行
わ

れ
る
。「
第
１
〜
３
段
階
ま

で
は
、
身
体
を
分
離
す
る
ま

で
の
準
備
段
階
」
と
、
セ
ア

ラ
ー
州
で
の
経
過
観
察
責
任

者
に
し
て
、
リ
ベ
イ
ロ
ン
・
プ

レ
ッ
ト
移
送
を
決
定
し
た
エ

ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ジ
ュ
カ
ー
医
師

は
語
っ
て
い
る
。

　

セ
ア
ラ
ー
州
ア
キ
ラ
ス
の

先
住
民
居
住
区
で
１
８
日
、

聖
州
に
本
拠
を
置
く
麻
薬
密

売
組
織
、
州
都
第
一
コ
マ
ン

ド
（
Ｐ
Ｃ
Ｃ
）
の
幹
部
２
人

の
死
体
が
見
つ
か
り
、
テ
メ

ル
大
統
領
が
同
日
、
連
警

２
６
人
と
国
家
治
安
維
持
部

隊
（
フ
ォ
ル
サ
・
ナ
シ
オ
ナ

ル・
デ・
セ
グ
ラ
ン
サ
、
Ｆ
Ｎ
）

１
０
人
か
ら
な
る
特
別
支
援

班
を
派
遣
し
た
と
１
９
日
付

伯
字
紙
が
報
じ
た
。

　

死
体
で
見
つ
か
っ
た
Ｐ
Ｃ

Ｃ
幹
部
は
、
司
法
当
局
か
ら

逃
亡
中
と
み
な
さ
れ
、
ボ
リ

ビ
ア
や
パ
ラ
グ
ア
イ
で
武
器

や
資
金
調
達
を
担
当
し
て
い

た
、
ロ
ジ
ェ
リ
オ
・
ジ
ェ
レ
ミ

ア
ス・
デ・シ
モ
ネ
（
通
称
ジ
ェ

ジ
ェ
・
ド
・
マ
ン
ゲ
）
と
フ
ァ

ビ
ア
ノ
・
ア
ウ
ヴ
ェ
ス
・
デ
・

ソ
ウ
ザ
（
通
称
ペッ
カ
）
だ
。

　

現
場
周
辺
で
は
前
日
、
低

空
飛
行
す
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

が
目
撃
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

後
に
連
続
す
る
銃
声
が
聞
か

れ
て
い
る
。
遺
族
達
は
、
Ｐ

Ｃ
Ｃ
幹
部
ら
殺
害
は
、
二
人

の
警
備
を
行
っ
て
い
た
人
物

に
よ
る
も
の
と
見
て
い
る
。

　

聖
州
プ
レ
ジ
デ
ン
テ
・
プ

ル
デ
ン
テ
の
組
織
犯
罪
対
策

特
別
班
（G

aeco

）
に
よ

る
と
、
ジ
ェ
ジ
ェ
殺
害
は
、
昨

年
１
２
月
に
プ
レ
シ
デ
ン
テ
・

ヴ
ェ
ン
セ
ス
ラ
ウ
刑
務
所
で

起
き
た
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
別
の
幹
部

殺
害
に
対
す
る
報
復
の
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
ジ
ェ
ジ
ェ
は
Ｐ
Ｃ
Ｃ

の
中
で
は
数
少
な
い
、
刑
務

所
外
に
い
る
幹
部
の
首
領
格

で
、
刑
務
所
に
収
監
中
の
他

の
幹
部
が
持
っ
た
事
が
な
い

ほ
ど
大
き
な
権
力
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
服
役

中
の
マ
ル
コ・
カ
マ
ッ
シ
ョ
（
通

称
マ
ル
コ
ラ
）
の
命
で
、
消

さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い

う
。

　

Ｐ
Ｃ
Ｃ
絡
み
の
捜
査
を
担

当
す
る
ベ
テ
ラ
ン
の
捜
査
官

は
、
ジ
ェ
ジ
ェ
達
は
、
国
外
に

い
た
が
何
者
か
に
よ
っ
て
セ

ア
ラ
ー
州
ま
で
連
れ
て
行
か

れ
、
殺
さ
れ
た
と
見
て
い
る
。

ま
た
、
刑
務
所
外
の
Ｐ
Ｃ
Ｃ

の
取
り
ま
と
め
役
は
、
や
は

り
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お
り
、
マ
ル

コ
ラ
の
右
腕
的
存
在
の
ジ
ウ

ベ
ル
ト・ド
ス・サ
ン
ト
ス（
通

称
エ
ウ
ミ
ー
ニ
ョ
）
に
な
る
見

込
み
だ
と
い
う
。

　

北
東
伯
で
は
、
リ
オ
州
が

本
拠
の
コ
マ
ン
ド
・
ヴ
ェ
ル

メ
ー
リ
ョ（
Ｃ
Ｖ
）と
Ｐ
Ｃ
Ｃ
、

同
地
方
の
麻
薬
犯
罪
組
織
の

３
者
間
で
の
勢
力
争
い
が
激

化
し
て
い
る
。
ま
た
、
セ
ア

ラ
ー
州
フ
ォ
ル
タ
レ
ー
ザ
市

で
は
、
１
月
２
７
日
未
明
に

も
、
カ
ジ
ャ
ゼ
イ
ラ
ス
区
で

開
か
れ
た
フ
ェ
ス
タ
で
男
女

１
４
人
が
殺
害
さ
れ
る
事
件

が
起
き
た
ば
か
り
で
も
あ
り
、

今
回
の
特
別
支
援
班
派
遣
と

な
っ
た
。

　

ト
ル
ク
ア
ッ
ト
・
ジ
ャ
ル
ジ

ン
法
相
は
１
８
日
夜
、
セ
ア

ラ
ー
州
へ
の
特
別
支
援
班
派

遣
に
あ
た
り
、
今
回
の
派
遣

は
国
に
よ
る
同
州
の
治
安
の

直
接
統
治
は
意
味
し
な
い
と

明
言
し
た
。

　

黄
熱
病
へ
の
恐
怖
が
拡
大

す
る
中
、
聖
市
で
は
、
新
た

な
域
内
感
染
者
と
３
人
の

死
者
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た

と
、
１
６
日
付
伯
字
紙
が
報

じ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
聖
市
保
健

局
が
１
６
日
に
発
表
し
た
報

告
で
判
明
し
た
。
３
人
の
死

者
は
い
ず
れ
も
、
山
間
部
や

森
林
地
帯
で
の
感
染
を
意
味

す
る
野
生
型
（
シ
ル
ヴ
ェ
ス

ト
レ
）
で
、
１
９
４
２
年
以

来
、
症
例
が
途
絶
え
、
再
発

が
恐
れ
ら
れ
て
い
る
都
市
型

（
ウ
ル
バ
ー
ノ
）
の
感
染
で

は
な
か
っ
た
。

　

３
人
は
皆
、
市
北
部
の
マ

ン
ダ
キ
の
住
人
で
、
女
性
１

人
は
ト
レ
メ
ン
ベ
ー
、
男
性

２
人
は
オ
ル
ト
・
フ
ロ
レ
ス

タ
ル
と
、
カ
ン
タ
レ
イ
ラ
山

系
に
属
す
る
森
林
地
帯
に
頻

繁
に
出
入
り
し
て
い
た
。

　

聖
市
北
部
の
自
然
公
園
で

は
昨
年
１
０
月
に
黄
熱
病
に

感
染
し
た
猿
の
死
体
が
発
見

さ
れ
て
以
来
、
公
園
を
封
鎖

す
る
な
ど
の
対
策
を
採
る
一

方
で
予
防
接
種
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
は
じ
め
た
が
、
遂
に
死

者
を
記
録
し
た
。
市
保
健
局

で
は
、
北
部
の
住
民
９
５
％

に
予
防
接
種
を
施
す
こ
と
を

目
標
と
し
て
き
た
が
、
現
時

点
で
は
ま
だ
６
４
％
し
か
達

成
で
き
て
い
な
い
。

　

聖
州
で
の
感
染
者
は
前
の

週
と
比
べ
８
％
増
の
２
０
２

人
と
な
り
、
７
６
人
の
死
亡

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

外国為替市況
中銀サイトより

2月19日午後 4時現在
米ドル相場

売　3.2347  R$
買　3.2335  R$

円相場
売　0.0304  R$
買　0.0303  R$

直接統治に向けた諸準備進む

シ
ャ
ム
双
生
児
の
分
離
手
術
開
始

完
全
分
離
は
４
回
目
の
施
術
で

連
警
と
治
安
維
持
部
隊
を
派
遣

リオ州社
会
保
障
制
度
改
革
は
終
了
？

（２）２０１８年 第４９３９号 ２月 ２０日 （火曜日）

ＵＳＰ大学病院

遂
に
聖
市
で
も
死
者
を
確
認

市
北
部
の
森
林
地
区
で
感
染
か

黄 熱 病

　

Ｉ
Ｆ
は
大
統
領

発
令
後
、
連
邦

議
会
に
よ
る
承
認

が
必
須
な
た
め
、

１
９
日
夜
に
下
院

が
最
初
に
投
票
。

承
認
さ
れ
れ
ば
、

上
院
が
続
け
て
審

議
し
、
両
院
で
承

認
後
、
正
式
に
有

効
と
な
る
。
こ
の

場
合
、
大
統
領
令

が
一
部
で
も
変
更

さ
れ
れ
ば
、
Ｉ
Ｆ

は
効
力
を
失
う
。

　

テ
メ
ル
大
統
領

は
大
統
領
令
発
令

後
の
１
６
日
夜
、

Ｉ
Ｆ
に
至
っ
た
経

緯
な
ど
を
メ
デ
ィ

ア
で
説
明
。
１
７

日
は
リ
オ
州
に
赴

ê

　
「
社
会
保
障
制

度
改
革
を
採
決
す

る
タ
イ
ミ
ン
グ
で

Ｉ
Ｆ
を
一
時
停
止

に
す
る
」
と
の
窮

余
の
策
も
、
法
曹

界
か
ら
は
早
速
、

違
憲
性
を
問
う
声

が
上
が
っ
て
い

る
。

　

カ
ル
ロ
ス
・

ヴ
ェ
ロ
ー
ゾ
元
最

高
裁
長
官
は
、「
政

治
の
都
合
だ
け
で

Ｉ
Ｆ
を
一
時
停
止

す
る
事
は
出
来
な

い
」
と
語
り
、
野

党
の
持
続
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
Ｒ
ｅ
ｄ
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 Para estrangeiros, a língua
japonesa é considerada muito
difícil para aprender.Uma das
razões é a maneira de usar
adequadamente o kanji, o
hiragana e o katakana, mas o
professor de escola primária, o
Sr. Issao Ishii, descobriu  numa
ocasião que o "kanji" possui uma
força misteriosa capaz de
desenvolver a capacidade das
crianças.Essa ocasião de
reconhecimento foi tanto
casual...Um dia, o Sr.Ishii estava
lendo, com o corpo mergulhado
no "kotatsu" (aquecedor
coberto) , um livro intitulado
"Kokugo Kyôiku-ron" (Teoria da
educação da língua nacional). Aí
o filho primogênito de 2 anos se
aproximou com passos
vacilantes, e, apontando com
dedo o "kanji" de "kyô" (ensinar,
educar), disse "kyô". Espantado,
o pai pensou: "Como esse
menino conseguiu ler a letra  tão
difícil?". Logo em seguida, o
menino apontou a letra vizinha
"iku"(crescer) e disse "iku".
Surpreso, o Sr.Ishii perguntou a
sua esposa:- Você ensinou
estas letras?- Ah é! Pensando
bem,  já pronunciei p ŕa ele uma
vez.A esposa, que é professora
de música, compra e lê
periòdicamente a revista "Kyôiku
Ongaku"(música educativa), e
uma vez, o filho, apontando o
título da revista, perguntou  o que
era isso, e ela lembra que
pronunciou para ele as letras só
uma vez. O marido, meio
desconfiado, pensou: "Pode ser
que para uma criança pequena
o kanji é fácil de aprender."
Estava convencido até então de
que o "hiragana" era fácil e o
"kanji" era mais difícil, e por isso
não deve ser ensinado para
crianças menores. Mas agora
pode ser que estava enganado.
Isso foi o começo da educação
de kanji estilo Ishii. O Sr.Ishii pôs
em prática a educação de kanji
na escola primária durante 15
anos a partir do ano 28 da era
Showa(1953). No início, ele
acreditava que a capacidade de
aprendizagem da criança
melhora à medida que avança
nos anos letivos, porém,
ensinando os kanjis realmente,
verificou-se que quanto mais
baixo o ano letivo, aumentava
mais a capacidade de
aprendizagem dos kanjis. Então
desta vez, aumentou o número
de kanjis para ensinar para os
alunos do primeiro ano. Na
época, a meta para aprender os
kanjis para alunos do primeiro
ano era aproximadamente 30
kanjis, mas a criançada
absorveu  com prazer,
aprendendo 700 kanjis, que
representava aproximadamente
80% do total de kanjis ensinados
durante o período de 6 anos no
curso primário. Pode ser que a
criança menor antes de entrar
no primário possa ter a
capacidade para aprender mais
kanjis. Pensando nisso, o pro-
fessor ensinou kanji aos alunos
da escola pré-primário durante
3 anos a partir do ano 43 da era
Showa(1968). Então descobriu
que a criança de pré-primário
t e m  c a p a c i d a d e  d e
aprendizagem de kanjis ainda
maior. Simultaneamente, após
iniciado o estudo de kanjis, o
quociente de inteligência das
crianças aumentou de 100 para
110, atingindo até 130. O Sr.ishii
começou a pensar:"Será que os
kanjis possuem uma força
misteriosa capaz de aumentar
a capacidade e inteligência das
crianças pequenas? "Qualquer
criança consegue assimilar sua
língua materna rapidamente por
volta dos 3 anos, entende a
conversa dos professores na
escola pré-primário e consegue
transmitir o seu pensamento. O
Sr. Ishii descobriu que, nesse
período de infância, se aprender
os kanjis junto com as palavras,
a criança aprende tão facilmente
como se uma esponja
absorvesse a água.Dizer que "o
kanji é difícil e, portanto, só os
alunos mais adiantados podem

Poder do kanji                 Keizo Sakamoto
aprender" não passa de uma
crendice sem fundamento.
Revelou-se também que era
uma idéia fixa erroneamente
adotada para dizer que "quanto
mais simples forem as coisas
mais serão fáceis de aprender".
Por exemplo, o kanji "mimi"
representa o formato de uma
orelha real. Se souber disso,
poderá aprender com mais
facilidade. Se escrever "mimi"
em hiragana, apesar de pouco
número de traços, será mais
difícil aprender por não ter
nenhuma pista, pelo contrário.
Comparado ao sistema de
educação de kanji adotado pelo
Sr.Ishii, percebe-se claramente
quão irracional era o método
convencional, que ensina a partir
do hiragana. Por exemplo, não
existe em nenhum lugar do
mundo a indicação "syô-gakkô"
(em hiragana). No portão de
uma escola está escrito "Escola
primária......" Se aprender o
ideograma "syô-gakkô" (escola
primária) assim como está,
mesmo passando ao lado do
"tyû-gakkô" perto dalí, a criança
compreende imediatamente que
é do mesmo grupo de "gakkô"
(escola). Se entender a
diferença entre "syô"(pequeno)
e "tyû"(médio), eles poderão
adivinhar tratar-se de uma
escola que os irmãos e irmãs
maiores cursam. Através do
estudo de kanjis, ficarão
conhecendo de muitas palavras,
e, após conseguir interpretação
própria de forma mais suave,
descobrimos que as suas
emoções estarão estabilizadas
e a sensibilidade e o sentimento
crescerão de forma opulenta.
Dizem que, nas escolas em que
foi introduzido o método de Ishii,
a administração relata: "Passado
um mês após a introdução do
método Ishii, acabaram a mania
dos alunos de morder qualquer
coisa". Parece que se conseguir
expressar com palavras, a
mente se estabiliza e acalma a
criançada.Os problemas atuais
tais como "Desmoronamento
dos cursos", "facilidade de
perder a cabeça", etc., podem
estar ligados à dificuldade de
interpretar a si próprio por causa
da queda da capacidade da
língua japonesa das crianças.
Segundo o estudo conjunto en-
tre NTT e a Faculdade de
Comunicação E lé t r ica ,
descobriu-se que, quando lemos
o "Kana", utilizamos somente o
lado esquerdo do cérebro, mas
quando lemos o kanji, nós
estamos utilizando ambos os
lados do cérebro. O lado
esquerdo do cérebro é
denominado de cérebro
lingüístico, encarregado para
tratar assuntos lógicos e
inte lectuais,  ta is como
compreensão da voz humana,
etc. O lado direito do cérebro é
denominado entre outros
também de cérebro musical,
encarregado principalmente de
reconhecer "patterns" (modelo,
padrão, desenho). Por dispor de
formato complicado, os kanjis
são reconhecidos pelo lado
direito do cérebro como "pat-
terns" e, em seguida, o lado
esquerdo do cérebro entende
como significado. O Sr.Ishii
c o n s e g u i u  r e s u l t a d o s
significativos aplicando o método
de kanji também para as
crianças que têm autismo e
deficiência intelectual. Estas
crianças têm dificuldade de
aprender as palavras por terem
sido prejudicadas as suas
atividades do lado esquerdo do
cérebro, mas como os kanjis
utilizam também o lado direito do
cé reb ro ,  é  ma i s  f ác i l
a p r e n d e r e m .  V á r i a s
experiências científ icas
comprovam que o kanji é um
excelente método de sinalização
gráfica. No passado, o "Nihon-
Dôro-Kôdan"(Agencia Nacional
de Estrada de Rodagem)
executou um teste para saber
qual a sinalização de local mais
adequada para que os
motoristas possam reconhecê-

la de forma mais ágil e correta
possível. Medindo o tempo
gasto para ler e reconhecer as 3
placas de sinalização "TOKYO",
escritas respectivamente uma
em "roma-ji"(alfabeto latino),
outra em hiragana e por fim uma
em kanji, descobriu-se que a
placa em "roma-ji" gastou 1,5
segundos, enquanto que a tokyo
em hiragana gastou 0,7
segundos. E a placa em kanji
gastou só 0,06 segundos, ou
seja, menos de 1/10 do
hiragana. Pensando bem pode
ser que isso é tão obvio. O
"Roma-ji"(alfabeto latino) e o
"hiragana" são de escritas
fonéticas. Devemos executar o
serviço no interior do cérebro,
transformando as letras em sons
e em seguida estes sons em
significados. Em contrapartida a
isso, os kanjis são ideogramas,
sendo que os mesmos possuem
significados próprios, facilitando
o serviço de transformação. No
passado remoto, o povo japonês
introduziu os kanjis, que eram
excelentes mas completamente
diferentes ao seu sistema de
língua na época, e ainda
descobriu escritas fonéticas
chamadas hiragana e katakana.
O resultado é que se inventou
um sistema de representação
mais complicado do mundo no
qual se utiliza alguns milhares de
ideogramas e 2 tipos de escritas
fonéticas.Vamos comparar as 3
frases seguintes:Qual a frase
que é mais fácil de ler? (1)"Se
não perguntar o caminho a
seguir de manhã, pode ser que
a tardinha você esteja
morto"(frase só com kanjis)
(2)" idem"(frase só com
hiraganas) (3)"idem"(frase
misturada com kanjis e
hiragana). A frase só com kanjis
(1) ou a frase só com hiraganas
(2) é mais difícil de ler do que a
frase com mistura de kanjis e
hiraganas (3), onde as partes
mais importantes, tais como
substantivos e verbos, etc., se
sobressaem nìtidamente em
k a n j i s ,  p e r c e b e n d o
imediatamente a estrutura da
frase. A frase misturada de kanjis
e letras em "kanas" dá mais
trabalho em escrever, mas é um
sistema muito eficiente para ser
lido. A equipe formada pelos
especialistas de 5 países, ou
seja, Japão, USA, Inglaterra,
França e Alemanha, liderada
pelo Dr. Richardson da
universidade de Cambridge da
Inglaterra, confeccionou um
teste de inteligência comum a
todos. Ao medir a capacidade
intelectual das crianças de 5
países, revelou-se que,
enquanto o quociente de
inteligência médio das crianças
de 4 países exceto Japão era
100, as crianças japonesas
tiveram 111. Era um fato
chocante essa diferença de 11
no quociente de inteligência e foi
p u b l i c a d o  n a  r e v i s t a
especializada em ciência "Na-
ture". Os doutores queriam
descobrir por que as crianças
japonesas se destacaram tão
superior em inteligência, e
chegaram numa conclusão de
que era o "kanji", o culpado.
Atualmente, uma parte da
população japonesa conclama
a necessidade da "reforma da
língua japonesa" tipo. "Vamos
extinguir os kanjis e adotar
somente as escritas de
"katakana" e "romaji"(escrita
latina)" ou então "Vamos diminuir
o número de Kanjis pelo menos",
mas pode ser que a capacidade
da língua japonesa sim é o
fundamento que desenvolve a
mente das crianças. Sobre o
solo da capacidade lingüística
floresceu a capacidade de
raciocínio, capacidade de
interpreta-ção, curiosidade
intelectual, subjetividade, etc. E
no período infantil mais cedo em
que aprende a língua japonesa
rapidamente é que se constrói
ricamente a capacidade
l ingüís t ica da cr iança.
(Fonte: YouTube)
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記き

者し
ゃ

の
ロ
ウ
リ
バ
ル
・
サ
ン
タ

ナ
氏し

な
ど
の
多お

お

く
の
有ゆ

う

識し
き

者し
ゃ

が
参さ

ん

加か

し
、
活か

っ

発ぱ
つ

な
質し

つ

疑ぎ

応お
う

答と
う

が
交か

わ
さ
れ
た
。
サ
ン
タ

ナ
氏し

は
１
７
日に

ち

午ご

前ぜ
ん

９
時じ

か

ら
３
０
分ぶ

ん

の
Ｃ
Ｂ
Ｎ
ラ
ジ
オ

の
番ば

ん

組ぐ
み

で
、
さ
っ
そ
く
講こ

う

演え
ん

の

内な
い

容よ
う

を
参さ

ん

照し
ょ
うし
な
が
ら
東ひ

が
し
ア

ジ
ア
情

じ
ょ
う

勢せ
い

を
解か

い

説せ
つ

し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
取と

り
組く

み
を
通と

お

し
て
、
歴れ

き

史し

認に
ん

識し
き

を
含ふ

く

め
た

東ひ
が
しア
ジ
ア
情

じ
ょ
う

勢せ
い

を
丁て

い

寧ね
い

に
解か

い

　

在ざ
い

聖せ
い

総そ
う

領り
ょ
う

事じ

館か
ん

（
野の

口ぐ
ち

泰や
す
し

総そ
う

領り
ょ
う

事じ

）
は
、
日に

っ

伯ぱ
く

有ゆ
う

識し
き

者し
ゃ

に
よ
る
政せ

い

策さ
く

論ろ
ん

議ぎ

『
日に

本ほ
ん

と
東ひ

が
しア
ジ
ア
の
安あ

ん

全ぜ
ん

保ほ

障し
ょ
う　

伯は
っ

国こ
く

に
と
っ
て
重

じ
ゅ
う

要よ
う

で
あ
る
か
？
』
を
６
日か

、
ジ
ャ
パ
ン
・
ハ
ウ
ス
内な

い

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
で
開か

い

催さ
い

し
た
。
今こ

ん

講こ
う

演え
ん

で
は
、
国こ

く

際さ
い

政せ
い

治じ

学が
く

者し
ゃ

の
田た

中な
か

明あ
き

彦ひ
こ

氏し

（
政せ

い

策さ
く

研け
ん

究き
ゅ
う

大だ
い

学が
く

院い
ん

大だ
い

学が
く

学が
く

長ち
ょ
う、
国こ

く

際さ
い

協き
ょ
う

力り
ょ
く

機き

構こ
う

元も
と

理り

事じ

長ち
ょ
う）
を
招

し
ょ
う

聘へ
い

。
戦せ

ん

後ご

、
平へ

い

和わ

国こ
っ

家か

と
し
て
の
歩あ

ゆ

み
を
続つ

づ

け
て
き
た
日に

本ほ
ん

を
取と

り
囲か

こ

む
、
緊き

ん

迫ぱ
く

す
る
東ひ

が
しア
ジ
ア
の
安あ

ん

保ぽ

情じ
ょ
う

勢せ
い

に
つ
い
て
説せ

つ

明め
い

し
た
。
今い

ま

ま

で
中

ち
ゅ
う

心し
ん

だ
っ
た
文ぶ

ん

化か

発は
っ

信し
ん

拠き
ょ

点て
ん

と
し
て
の
役や

く

割わ
り

だ
け
で
な
く
、
歴れ

き

史し

領り
ょ
う

土ど

問も
ん

題だ
い

の
正た

だ

し
い
認に

ん

識し
き

を
促う

な
が
す
と
い
う
ジ
ャ
パ
ン・

ハ
ウ
ス
本ほ

ん

来ら
い

の
部ぶ

分ぶ
ん

を
担に

な
っ
た
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
た
。

説せ
つ

し
て
い
く
取と

り
組く

み
は
重

じ
ゅ
う

要よ
う

だ
ろ
う
。
今こ

ん

後ご

、
専せ

ん

門も
ん

家か

に
限か

ぎ

ら
ず
、も
っ
と
一い

っ

般ぱ
ん

向む

け
、

学が
く

生せ
い

向む

け
に
も
開ひ

ら

か
れ
た
イ

ベ
ン
ト
を
し
て
い
っ
て
も
良よ

い

か
も
。

　
　
　
　
　

◎

　

椰や

子し

樹じ
ゅ

社し
ゃ

（
多た

田だ

邦く
に

治は
る

代だ
い

表ひ
ょ
う

）
の
短た

ん

歌か

誌し

『
椰や

子し

樹じ
ゅ

』
３
７
５
号ご

う

が
１
２
月が

つ

に

刊か
ん

行こ
う

さ
れ
た
。
旅た

び

先さ
き

の
ポ
ル

ト
ガ
ル
を
詠よ

ん
だ
《
旅た

び

好ず

き

度ど

の
指し

標ひ
ょ
うか
ら
は
、
日に

っ

韓か
ん

台だ
い

を
除の

ぞ

く
諸し

ょ

国こ
く

は
、依い

然ぜ
ん

と
し
て

「
部ぶ

分ぶ
ん

的て
き

」
あ
る
い
は
「
全ぜ

ん

面め
ん

的て
き

」
に
政せ

い

治じ

的て
き

自じ

由ゆ
う

に
制せ

い

約や
く

が
あ
る
と
し
て
地ち

域い
き

的て
き

特と
く

徴ち
ょ
うを
説せ

つ

明め
い

し
た
。

　

さ
ら
に
戦せ

ん

死し

者し
ゃ

数す
う

統と
う

計け
い

か

ら
東ひ

が
し

ア
ジ
ア
情

じ
ょ
う

勢せ
い

を
俯ふ

瞰か
ん

。

テ
ロ
や
内な

い

戦せ
ん

が
多た

発は
つ

す
る
中

ち
ゅ
う

東と
う

や
ア
フ
リ
カ
と
比ひ

較か
く

し
、

ベ
ト
ナ
ム
戦せ

ん

争そ
う

後ご

の
７
０
年ね

ん

代だ
い

後こ
う

半は
ん

以い

降こ
う

、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
等な

ど

一い
ち

部ぶ

の

の
地ち

域い
き

紛ふ
ん

争そ
う

を
除の

ぞ

き
、
同ど

う

地ち

域い
き

で
戦せ

ん

死し

者し
ゃ

が
出で

て
い
な
い

と
し
、「
４
０
年ね

ん

間か
ん

以い

上じ
ょ
う

戦せ
ん

争そ
う

が
起お

こ
ら
ず
、
平へ

い

和わ

が
保た

も

た
れ
て
い
る
」
と
し
た
。

　

そ
し
て
戦せ

ん

後ご

日に

本ほ
ん

が
同ど

う

地ち

域い
き

で
ど
ん
な
外が

い

交こ
う

政せ
い

策さ
く

を
取と

っ
て
き
た
の
か
を
説せ

つ

明め
い

。
７
０

年ね
ん

代だ
い

後こ
う

半は
ん

ま
で
に
第だ

い

２
次じ

大た
い

戦せ
ん

の
戦せ

ん

後ご

賠ば
い

償し
ょ
う

及お
よ

び
補ほ

償し
ょ
うを

終お

え
、
政せ

い

府ふ

開か
い

発は
つ

援え
ん

助じ
ょ

（
Ｏ

Ｄ
Ａ
）
に
よ
り
開か

い

発は
つ

支し

援え
ん

を

実じ
っ

施し

。
そ
の
額が

く

は
Ｇ
７
の
な

か
で
も
突と

っ

出し
ゅ
つし
、
特と

く

に
８
０

年ね
ん

代だ
い

か
ら
開か

い

始し

さ
れ
た
中

ち
ゅ
う

国ご
く

に
対た

い

し
て
有ゆ

う

償し
ょ
う

資し

金き
ん

協き
ょ
う

力
り
ょ
く

は
３
兆

ち
ょ
う

円え
ん

、
無む

償し
ょ
う

資し

金き
ん

協
き
ょ
う

力り
ょ
くは
１
５
７
０
億お

く

円え
ん

、
技ぎ

術
じ
ゅ
つ

供き
ょ
う

与よ

は
１
８
２
０
億お

く

円え
ん

に
も

上の
ぼ

る
額が

く

を
拠き

ょ

出し
ゅ
つ、

経け
い

済ざ
い

成せ
い

長
ち
ょ
う

に
貢こ

う

献け
ん

し
て
き
た
と
し
た
。

　

東ひ
が
し
ア
ジ
ア
の
不ふ

安あ
ん

定て
い

要よ
う

因い
ん

と
し
て
、
国こ

く

際さ
い

秩ち
つ

序じ
ょ

に
挑

ち
ょ
う

戦せ
ん

す
る
北き

た

朝ち
ょ
う

鮮せ
ん

、
中

ち
ゅ
う

国ご
く

の
情

じ
ょ
う

勢せ
い

に
つ
い
て
、
長

ち
ょ
う

期き

的て
き

な
視し

野や

か
ら
解か

い

説せ
つ

。
長

ち
ょ
う

距き
ょ

離り

ミ
サ

イ
ル
発は

っ

射し
ゃ

実じ
っ

験け
ん

を
繰く

り
返か

え

す

北き
た

朝ち
ょ
う

鮮せ
ん

に
対た

い

し
、
日に

本ほ
ん

は
陸り

く

上じ
ょ
う

配は
い

備び

型が
た

の
迎げ

い

撃げ
き

シ
ス
テ
ム

で
あ
る
「
イ
ー
ジ
ス
・
ア
シ
ョ

ア
」
の
導ど

う

入に
ゅ
うを
決け

っ

定て
い

。
国こ

く

連れ
ん

で
の
制せ

い

裁さ
い

強き
ょ
う

化か

に
動う

ご

き
、
中

ち
ゅ
う

韓か
ん

と
の
関か

ん

係け
い

改か
い

善ぜ
ん

を
進す

す

め
て

い
る
こ
と
を
強

き
ょ
う

調ち
ょ
うし
た
。

　

経け
い

済ざ
い

成せ
い

長ち
ょ
うを
背は

い

景け
い

に
軍ぐ

ん

備び

拡か
く

張ち
ょ
うを
続つ

づ

け
る
中

ち
ゅ
う

国ご
く

が
、
尖せ

ん

閣か
く

諸し
ょ

島と
う

沖お
き

で
領

り
ょ
う

海か
い

侵し
ん

犯ぱ
ん

を
繰く

り
返か

え

し
、
い
ま
や
公こ

う

船せ
ん

を
継け

い

続ぞ
く

的て
き

に
送お

く

り
続つ

づ

け
る
物ぶ

つ

理り

的て
き

力ち
か
らを
保ほ

有ゆ
う

し
て
い
る
こ
と
や
、

南な
ん

沙さ

諸し
ょ

島と
う

に
お
け
る
人じ

ん

工こ
う

島と
う

建け
ん

設せ
つ

に
も
触ふ

れ
た
。

　

東と
う

南な
ん

ア
ジ
ア
諸し

ょ

国こ
く

連れ
ん

合ご
う

（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）、
ア
ジ
ア
太た

い

平へ
い

洋よ
う

経け
い

済ざ
い

協き
ょ
う

力り
ょ
く（
Ａ
Ｐ
Ｅ

Ｃ
）、東ひ

が
しア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
（
Ｅ

Ａ
Ｓ
）
な
ど
の
多た

国こ
く

間か
ん

枠わ
く

組ぐ

み
が
緊き

ん

張ち
ょ
う

緩か
ん

和わ

の
機き

能の
う

を

果は

た
し
て
い
る
こ
と
も
指し

摘て
き

。

特と
く

に
、日に

っ

中ち
ゅ
う

韓か
ん

首し
ゅ

脳の
う

会か
い

談だ
ん（
Ｃ

Ｊ
Ｋ
）
の
重

じ
ゅ
う

要よ
う

性せ
い

を
強

き
ょ
う

調ち
ょ
うし

　

ブ
ラ
ジ
ル
健け

ん

康こ
う

表ひ
ょ
う

現げ
ん

体た
い

操そ
う

協き
ょ
う

会か
い

（
川か

わ

添ぞ
え

敏と
し

江え

会か
い

長ち
ょ
う）
は
、

「
２
０
１
８
年ね

ん

研け
ん

修し
ゅ
う

合が
っ

宿し
ゅ
く

」

を
先せ

ん

月げ
つ

２
７
、２
８
の
両

り
ょ
う

日じ
つ

、

ア
ル
ジ
ャ
ー
・
ニ
ッ
ポ
ン
・

カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
行お

こ

な

い
、
１
～
５
期き

生せ
い

の
計け

い

５
１

人に
ん

が
参さ

ん

加か

し
た
。

　

こ
れ
は
日に

本ほ
ん

の
健け

ん

康こ
う

音お
ん

楽が
く

研け
ん

究き
ゅ
う

会か
い

本ほ
ん

部ぶ

か
ら
認に

ん

定て
い

を
受う

け
た
准

じ
ゅ
ん

指し

導ど
う

員い
ん

を
対た

い

象し
ょ
うに
毎ま

い

年と
し

行お
こ
な

っ
て
い
る
も
の
。
３
０

～
８
０
代だ

い

ま
で
の
幅は

ば

広ひ
ろ

い
年ね

ん

齢れ
い

層そ
う

の
女じ

ょ

性せ
い

が
参さ

ん

加か

し
、
笑わ

ら

い
声ご

え

の
絶た

え
な
い
、
賑に

ぎ

や
か

な
合が

っ

宿し
ゅ
くと
な
っ
た
。

　

初し
ょ

日に
ち

は
、
川か

わ

添ぞ
え

会か
い

長ち
ょ
う

が
、

基き

本ほ
ん

と
な
る
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ

ア
ッ
プ
の
重

じ
ゅ
う

要よ
う

性せ
い

に
つ
い
て

講こ
う

義ぎ

。
参さ

ん

加か

者し
ゃ

は
初し

ょ

心し
ん

に
か

え
っ
て
、
真し

ん

剣け
ん

に
実じ

っ

践せ
ん

に
取と

り

組く

ん
だ
。
２
日か

間か
ん

で
、
新し

ん

曲
き
ょ
く

７
曲き

ょ
く

を
含ふ

く

む
１
２
曲き

ょ
く

を
頭あ

た
ま

と

体か
ら
だに
叩た

た

き
込こ

ん
だ
。

た
。

　

尖せ
ん

閣か
く

諸し
ょ

島と
う

の
緊き

ん

張ち
ょ
う

緩か
ん

和わ

を

目も
く

的て
き

に
交か

わ
さ
れ
た
１
４
年ね

ん

の
日に

っ

中ち
ゅ
う

文ぶ
ん

書し
ょ

、
１
５
年ね

ん

に
は

慰い

安あ
ん

婦ふ

問も
ん

題だ
い

の
最さ

い

終し
ゅ
う

的て
き

解か
い

決け
つ

を
目も

く

的て
き

と
し
た
日に

っ

韓か
ん

合ご
う

意い

で

関か
ん

係け
い

を
修

し
ゅ
う

復ふ
く

。「
中

ち
ゅ
う

韓か
ん

の
内な

い

政せ
い

手て

続つ
づ

き
で
、
１
５
年ね

ん

以い

来ら
い

　

ブ
ラ
ジ
ル
日に

本ほ
ん

移い

民み
ん

１
１
０
周

し
ゅ
う

年ね
ん

の
年と

し

で
あ
る
こ

と
か
ら
、
歌か

手し
ゅ

・
中な

か

平ひ
ら

マ

リ
コ
さ
ん
の
曲き

ょ
く

「
１
１
０

周し
ゅ
う

年ね
ん

」
と
「
イ
ぺ
ー
音お

ん

頭ど

」、

ま
た
、
２
０
年ね

ん

に
東と

う

京き
ょ
う

五ご

輪り
ん

を
控ひ

か

え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

｢

東と
う

京き
ょ
う

五ご

輪り
ん

音お
ん

頭ど｣

に
力

ち
か
ら

を
入い

れ
て
練れ

ん

習し
ゅ
うに
取と

り
組く

ん

だ
。

　

１
日に

ち

目め

の
練れ

ん

習し
ゅ
う

後ご

に
は
、

会か
い

議ぎ

を
行お

こ

な
い
、
指し

導ど
う

員い
ん

の

　

生せ
い

長ち
ょ
うの
家い

え

ブ
ラ
ジ
ル
伝で

ん

道ど
う

本ほ
ん

部ぶ

（
向

む
か
い

芳よ
し

夫お

理り

事じ

長ち
ょ
う）
は

３
月が

つ

４
日か

午ご

前ぜ
ん

９
時じ

か
ら
、

「
生せ

い

長ち
ょ
うの
家い

え

立り
っ

教き
ょ
う

８
９
年ね

ん

記き

念ね
ん

日び

・
生せ

い

長ち
ょ
うの
家い

え

総そ
う

裁さ
い

法ほ
う

燈と
う

継け
い

承し
ょ
う

記き

念ね
ん

式し
き

典て
ん

」
を
同ど

う

本ほ
ん

部ぶ

大だ
い

講こ
う

堂ど
う

で
開か

い

催さ
い

す
る
。

　

当と
う

日じ
つ

は
、
谷た

に

口ぐ
ち

雅ま
さ

宣の
ぶ

総そ
う

裁さ
い

か
ら
の
ビ
デ
オ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
ポ
語ご

字じ

幕ま
く

付つ

き
で
上

じ
ょ
う

映え
い

さ

れ
る
ほ
か
、
向

む
か
い

理り

事じ

長ち
ょ
う、
西に

し

山や
ま

文ふ
み

雄お

ラ
米べ

い

教き
ょ
う

化か

総そ
う

長ち
ょ
う

ら
の
講こ

う

演え
ん

も
行お

こ

な
わ
れ
る
。
今こ

年と
し

の
テ
ー
マ
は
「
神か

み

、
自し

然ぜ
ん

、

人に
ん

間げ
ん

は
本ほ

ん

来ら
い

一い
っ

体た
い

で
あ
る
」。

モ
ノ
を
大た

い

切せ
つ

に
し
、
貴き

重ち
ょ
う
な

資し

源げ
ん

を
で
き
る
だ
け
有ゆ

う

効こ
う

に

使つ
か

お
う
と
呼よ

び
か
け
る
話は

な
し

が

聞き

け
そ
う
だ
。

　

来ら
い

社し
ゃ

し
た
村む

ら

上か
み

真ま

理り

枝え

円え
ん

環か
ん

編へ
ん

集し
ゅ
う

長ち
ょ
うは
、「
今こ

年と
し

は
当と

う

地ち

の
幹か

ん

部ぶ

１
０
０
人に

ん

が
山や

ま

梨な
し

県け
ん

に
あ
る
本ほ

ん

部ぶ

『
森も

り

の
中な

か

の

オ
フ
ィ
ス
』
で
研け

ん

修し
ゅ
う

を
受う

け

る
予よ

定て
い

。
来ら

い

年ね
ん

の
立り

っ

教き
ょ
う９

０

年ね
ん

と
い
う
よ
り
、
１
０
０
年ね

ん

を
見み

据す

え
て
今こ

ん

後ご

の
構こ

う

想そ
う

を

練ね

っ
て
い
ま
す
」
と
の
べ
た
。

　

具ぐ

体た
い

的て
き

に
は
「
青せ

い

年ね
ん

の
人じ

ん

材ざ
い

育い
く

成せ
い

が
一い

ち

番ば
ん

大だ
い

事じ

。
教お

し

え

を
よ
り
明め

い

確か
く

に
理り

解か
い

す
る
に

は
日に

本ほ
ん

語ご

が
一い

ち

番ば
ん

。
青せ

い

年ね
ん

会か
い

で
日に

本ほ
ん

語ご

を
も
っ
と
真し

ん

剣け
ん

に

　

ブ
ラ
ジ
ル
大お

お

分い
た

県け
ん

人じ
ん

会か
い

（
玉た

ま

田だ

四し

條じ
ょ
うイ
ウ
ダ
会か

い

長ち
ょ
う）は
、

「
定て

い

期き

総そ
う

会か
い

」
を
２
５
日に

ち

午ご

前ぜ
ん

１
０
時じ

（
第だ

い

二に

次じ

召し
ょ
う

集し
ゅ
う）

か
ら
、聖せ

い

市し

文ぶ
ん

協き
ょ
うビ
ル
（R

ua 
Sao Joaq

u
im

, 3
8

1

）

５
階か

い

の
県け

ん

連れ
ん

会か
い

議ぎ

室し
つ

で
開か

い

催さ
い

す
る
。

　

昨さ
く

年ね
ん

度ど

事じ

業ぎ
ょ
う

及お
よ

び
会か

い

計け
い

報ほ
う

告こ
く

、
今こ

ん

年ね
ん

度ど

事じ

業ぎ
ょ
う

計け
い

画か
く

、
予よ

算さ
ん

案あ
ん

、
役や

く

員い
ん

・
監か

ん

査さ

役や
く

改か
い

選せ
ん

も
行お

こ
な

わ
れ
る
。

　

総そ
う

会か
い

後ご

に
は
新し

ん

年ね
ん

宴え
ん

会か
い

を

開か
い

催さ
い

す
る
。
参さ

ん

加か

費ひ

５
０
レ
。

　

問と
い

合あ
わ

せ
・
出

し
ゅ
っ

席せ
き

連れ
ん

絡ら
く

は
、

同ど
う

県け
ん

人じ
ん

会か
い

（
１
１
・３
２
０
９

・
８
５
１
８
）
ま
で
。

は
移い

民み
ん

の
業ご

う

か
老お

い
づ
き
て
い

ま
だ
憧あ

こ
が

る
未み

知ち

な
る
土と

地ち

に
》

《
異い

国こ
く

と
は
思お

も

え
ず
何な

に

か
懐な

つ

か
し
き
リ
ス
ボ
ン
旧

き
ゅ
う

街が
い

そ
ぞ

ろ
歩あ

る

き
ぬ
》（
小こ

池い
け

み
さ
子こ

）、

《
今き

ょ
う日
も
ま
た
ニ
ッ
ケ
イ
新し

ん

聞ぶ
ん

短た
ん

歌か

俳は
い

句く

に
励は

げ

ま
さ
れ
吾わ

れ

は
生い

か
さ
れ
て
》（
横よ

こ

沢さ
わ

幸さ
ち

子こ

）、

《
名め

い

政せ
い

治じ

家か

出い

で
て
こ
の
国く

に

建た

て
直な

お

し
腐ふ

敗は
い

政せ
い

治じ

に
終

し
ゅ
う

止し

符ふ

を
打う

て
》（
藤ふ

じ

田た

朝あ
さ

日ひ

子こ

）。

最さ
い

後ご

ま
で
愛あ

い

す
る
伯は

っ

国こ
く

へ
の

檄げ
き

を
忘わ

す

れ
な
か
っ
た
藤ふ

じ

田た

さ

ん
は
、
１
月が

つ

４
日か

に
老ろ

う

衰す
い

で

逝せ
い

去き
ょ

。
一い

ち

連れ
ん

の
句く

の
題だ

い

名め
い

は

奇く

し
く
も
「
終

し
ゅ
う

止し

符ふ

を
打う

て
」

…
。《
八は

ち

十じ
ゅ
うを
越こ

え
た
る
今き

ょ
う日

の
散さ

ん

策さ
く

の
道み

ち

辺べ

の
椰や

子し

は
熟う

れ
実み

を
こ
ぼ
す
》（
杉す

ぎ

田た

征ま
さ

子こ

）
を
読よ

ん
で
は
っ
と
さ
せ
ら

れ
た
。
今こ

年と
し

は
ま
さ
に
『
椰や

子し

樹じ
ゅ

』
創そ

う

刊か
ん

８
０
周

し
ゅ
う

年ね
ん

、
そ

の
「
実み

が
熟う

れ
」
た
様よ

う

子す

を

詠う
た

っ
た
よ
う
に
思お

も

え
る
作さ

く

品ひ
ん

。

い
る
か
も
」と
前ま

え

置お

き
し
つ
つ
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
輸ゆ

出し
ゅ
つ

入に
ゅ
う

先さ
き

と
し

て
共と

も

に
１
位い

の
中

ち
ゅ
う

国ご
く

、
５
、６

位い

の
日に

っ

韓か
ん

が
位い

置ち

す
る
東ひ

が
し
ア

ジ
ア
が
、
経け

い

済ざ
い

的て
き

に
重

じ
ゅ
う

要よ
う

な

地ち

域い
き

で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
指し

摘て
き

し
た
。

　
「
東ひ

が
し
ア
ジ
ア
の
奇き

跡せ
き

」
と
言い

わ
れ
た
よ
う
に
、
１
９
６
５

年ね
ん

か
ら
急

き
ゅ
う

速そ
く

な
経け

い

済ざ
い

成せ
い

長ち
ょ
うを

遂と

げ
、
一い

ち

大だ
い

輸ゆ

出し
ゅ
つ

拠き
ょ

点て
ん

と
し

て
成せ

い

長ち
ょ
うし
た
こ
と
を
統と

う

計け
い

的て
き

に
説せ

つ

明め
い

。
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ

ス
が
発は

っ

表ぴ
ょ
うす
る
政せ

い

治じ

的て
き

自じ

由ゆ
う

元も
と

大だ
い

臣じ
ん

ら
伯は

く

人じ
ん

有ゆ
う

識し
き

者し
ゃ

も
参さ

ん

加か

「
日に

本ほ
ん

と
東ひ

が
し

ア
ジ
ア
の
安あ

ん

全ぜ
ん

保ほ

障し
ょ
う

」

心こ
こ
ろ

掛が

け
を
学ま

な

び
共

き
ょ
う

有ゆ
う

。
２
日か

目め

の
昼

ち
ゅ
う

食し
ょ
く

後ご

に
は
、
カ
ン
ト

リ
ー
ク
ラ
ブ
の
方か

た

も
交ま

じ

え
た

ビ
ン
ゴ
や
、
３
期き

生せ
い

・
今こ

ん

野の

さ
ん
の
絵か

い

画が

の
抽

ち
ゅ
う

選せ
ん

を
行

お
こ
な

っ

て
楽た

の

し
む
な
ど
、
厳き

び

し
さ
と

楽た
の

し
さ
が
程ほ

ど

よ
く
盛も

り
込こ

ま

れ
た
研け

ん

修し
ゅ
うと
な
っ
た
。

　

川か
わ

添ぞ
え

会か
い

長ち
ょ
うに
よ
れ
ば
「
こ

の
研け

ん

修し
ゅ
うの
素す

晴ば

ら
し
い
と
こ

ろ
は
、
普ふ

段だ
ん

一い
っ

緒し
ょ

に
練れ

ん

習し
ゅ
うす

る
こ
と
の
少す

く

な
い
指し

導ど
う

員い
ん

同ど
う

研け
ん

修し
ゅ
う

合が
っ

宿し
ゅ
く

に
５
１
人に

ん

が
参さ

ん

加か

笑え

顔が
お

で
声こ

え

か
け
、
楽た

の

し
い
健け

ん

康こ
う

体た
い

操そ
う

！

「
神か

み

、
自し

然ぜ
ん

、
人ひ

と

は
本ほ

ん

来ら
い

一い
っ

体た
い

」

立り
っ

教き
ょ
う

大た
い

祭さ
い

を
３
月が

つ

４
日か

に
第だ

い

７
回か

い

ミ
ナ
ス
日に

本ほ
ん

祭ま
つ

り

す
る
こ
と
に
よ
り
生う

ま
れ
る

一い
っ

体た
い

感か
ん

と
絆き

ず
な

」
だ
と
い
う
。

　

開か
い

催さ
い

に
あ
た
っ
て
は
、
会か

い

場じ
ょ
うを
提て

い

供き
ょ
うし
た
同ど

う

ク
ラ
ブ
野や

球き
ゅ
う

部ぶ

の
父ふ

母ぼ

ら
が
、
家か

庭て
い

的て
き

な
食

し
ょ
く

事じ

を
準

じ
ゅ
ん

備び

す
る
な
ど
、

「
や
さ
し
い
笑え

顔が
お

で
の
も
て

な
し
に
心し

ん

か
ら
感か

ん

謝し
ゃ

し
て
い

る
」
と
し
た
。

　

最さ
い

後ご

に
は
、
記き

念ね
ん

撮さ
つ

影え
い

、

皆み
な

で
手て

を
重か

さ

ね
合あ

わ
せ
て
、

勝か
ち

鬨ど
き

を
上あ

げ
、
今こ

年と
し

の
健け

ん

康こ
う

体た
い

操そ
う

の
躍や

く

進し
ん

を
誓ち

か

い
、
再さ

い

会か
い

を
誓ち

か

い
、
実み

の

り
多お

お

き
合が

っ

宿し
ゅ
くを

終お

え
た
。

　

健け
ん

康こ
う

体た
い

操そ
う

参さ
ん

加か

希き

望ぼ
う

者し
ゃ

は
、
川か

わ

添ぞ
え

会か
い

長
ち
ょ
う

（
４
８
２
８
・
３
６
１
１
）
ま

で
。

　
「
第だ

い

７
回か

い

ミ
ナ
ス
日に

本ほ
ん

祭ま
つ

り
」
が
、
２
３
、２
４
．

２
５
日に

ち

の
３
日か

間か
ん

、
州

し
ゅ
う

都と

ベ

ロ
・
オ
リ
ゾ
ン
テ
市し

内な
い

の

エ
キ
ス
ポ
・
ミ
ナ
ス
（A

v. 
A

m
a

zo
n

a
s, 6

2
0

0

）

で
開か

い

催さ
い

さ
れ
る
。
入

に
ゅ
う

場じ
ょ
う

券け
ん

は

１
６
レ
ア
ル
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
日に

本ほ
ん

移い

民み
ん

１
１
０
周

し
ゅ
う

年ね
ん

記き

念ね
ん

行ぎ
ょ
う

事じ

と
し

て
認に

ん

定て
い

さ
れ
て
い
る
同ど

う

祭さ
い

内な
い

で
は
「
ミ
ナ
ス
州し

ゅ
う

の
日に

本ほ
ん

人じ
ん

移い

民み
ん

の
歴れ

き

史し

」
展て

ん

が
開か

い

催さ
い

さ

れ
、
先せ

ん

没ぼ
つ

者し
ゃ

追つ
い

悼と
う

法ほ
う

要よ
う

が
執と

り
行お

こ
な

わ
れ
る
。

　

ま
た
、
特と

く

別べ
つ

企き

画か
く

と
し
て
、

世せ

界か
い

初は
つ

の
プ
ロ
け
ん
玉だ

ま

師し

・

伊い

藤と
う

佑ゆ
う

介す
け

さ
ん
と
津つ

軽が
る

三し
ゃ

味み

線せ
ん

奏そ
う

者し
ゃ

・
小お

野の

ピ
エ
ー
ル
に

よ
る
「
和わ

音お
ん

和わ

技ぎ

」
が
、
粋い

き

で
華か

麗れ
い

な
技わ

ざ

を
見み

せ
る
。
そ

の
ほ
か
、
太た

い

鼓こ

や
よ
さ
こ
い

ソ
ー
ラ
ン
な
ど
の
演え

ん

目も
く

の
ほ

か
、
ミ
ス
ニ
ッ
ケ
イ
・
コ
ン

テ
ス
ト
州

し
ゅ
う

代だ
い

表ひ
ょ
う

選せ
ん

考こ
う

、
コ
ス

プ
レ
な
ど
、
様さ

ま

々ざ
ま

な
企き

画か
く

が

目め

白じ
ろ

押お

し
だ
。

　

２
３
日に

ち

は
午ご

後ご

２
時じ

か
ら

１
０
時じ

、
２
４
日か

は
午ご

前ぜ
ん

１
０
時じ

か
ら
午ご

後ご

１
０
時じ

、

２
５
日に

ち

は
午ご

前ぜ
ん

１
０
時じ

か
ら

午ご

後ご

７
時じ

ま
で
。

Ｊ
Ｈ

講こ

う

演え

ん

（７） ２０１８年第４９３９号 	 ２月	２０日	（火曜日）

大お
お

分い
た

県け
ん

人じ
ん

会か
い

総そ
う

会か
い

役や
く
員い
ん
改か
い
選せ
ん
、
新し
ん
年ね
ん
宴え
ん
会か
い
も

記
き

念
ねん

撮
さつ

影
えい

の様
よう

子
す

（提
てい

供
きょう

写
じゃ

真
しん

）

生
せい

長
ちょう

の家
いえ

会か
い

談だ
ん

が
開か

い

催さ
い

さ
れ
て
い
な
い
」

と
す
る
が
、
議ぎ

長ち
ょ
う

国こ
く

日に

本ほ
ん

の

再さ
い

開か
い

に
向む

け
た
取と

り

組く

み
を
紹

し
ょ
う

介か
い

し
た
。

　

最さ
い

後ご

に
、
田た

中な
か

氏し

は
「
自じ

由ゆ
う

で
開ひ

ら

か
れ
た
イ
ン
ド
太た

い

平へ
い

洋よ
う

戦せ
ん

略り
ゃ
くは
、
一い

っ

帯た
い

一い
ち

路ろ

戦せ
ん

略
り
ゃ
く

と
共

き
ょ
う

存ぞ
ん

す
る
も
の
で
あ
り
、

歴れ
き

史し

領り
ょ
う

土ど

問も
ん

題だ
い

に
初は

じ

め
て
言げ

ん

及き
ゅ
う

東ひ
が
しア
ジ
ア
の
安あ

ん

定て
い

は
保た

も

た
れ

る
だ
ろ
う
」
と
予よ

測そ
く

、「
北き

た

朝ち
ょ
う

鮮せ
ん

問も
ん

題だ
い

は
国こ

く

際さ
い

社し
ゃ

会か
い

の
協

き
ょ
う

力り
ょ
くが
不ふ

可か

欠け
つ

で
あ
り
、
中

ち
ゅ
う

国ご
く

に
責せ

き

任に
ん

あ
る
大た

い

国こ
く

と
し
て
立た

ち

場ば

を
求も

と

め
て
い
く
必ひ

つ

要よ
う

が
あ

る
」
と
締し

め
括く

く
っ
た
。

田
た

中
なか

明
あき

彦
ひこ

氏
し

　

ジ
ャ
パ
ン
・
ハ
ウ
ス
で
の
田た

中な
か

明あ
き

彦ひ
こ

氏し

講こ
う

演え
ん

に
は
、
元も

と

財ざ
い

務む

大だ
い

臣じ
ん

ル
ー
ベ
ン
ス
・
リ
ク
ペ

ロ
氏し

、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
エ
ン

リ
ケ
・
カ
ル
ド
ー
ゾ
財ざ

い

団だ
ん

セ

ル
ジ
オ
・
フ
ァ
ウ
ス
ト
執し

っ

行こ
う

長ち
ょ
う

官か
ん

、
国こ

く

際さ
い

ア
ナ
リ
ス
ト
で

士し

が
交こ

う

流り
ゅ
う

し
、
汗あ

せ

を
か
き
、
力ち

か
らを
合あ

わ
せ
て
と
も
に
研け

ん

鑽さ
ん

シルヴィア・フォンテス広
こう

報
ほう

担
たん

当
とう

、菊
きく

田
た

恵
え

美
み

エリカ
円
えん

環
かん

アシスタント、村
むら

上
かみ

真
ま

理
り

枝
え

円
えん

環
かん

編
へん

集
 しゅう

長
　  ちょう

　

ブ
ラ
ジ
ル
兵

ひ
ょ
う

庫ご

県け
ん

人じ
ん

会か
い

（
松ま

つ

下し
た

瞳ひ
と
み

マ
ル
リ
会か

い

長ち
ょ
う

）
は

「
定て

い

期き

総そ
う

会か
い

」
を
来ら

い

月げ
つ

１
１

日に
ち

午ご

前ぜ
ん

１
０
時じ

半は
ん

（
第だ

い

二に

次じ

召し
ょ
う

集し
ゅ
う

）
よ
り
、
ニ
ッ
ケ

イ
パ
ラ
セ
ホ
テ
ル
（R

u
a 

G
alvao B

ueno, 4
2

5

）

で
開か

い

催さ
い

す
る
。

　

昨さ
く

年ね
ん

度ど

事じ

業ぎ
ょ
う

及お
よ

び
会か

い

計け
い

報ほ
う

告こ
く

、
今こ

ん

年ね
ん

度ど

の
事じ

業ぎ
ょ
う

計け
い

画か
く

と

予よ

算さ
ん

審し
ん

議ぎ

、
定て

い

款か
ん

の
変へ

ん

更こ
う

な

ど
に
つ
い
て
議ぎ

論ろ
ん

す
る
。

　

定て
い

期き

総そ
う

会か
い

終し
ゅ
う

了り
ょ
う

後ご

、
昼

ち
ゅ
う

食し
ょ
く

親し
ん

睦ぼ
く

会か
い

が
開ひ

ら

か
れ
る
。
参さ

ん

加か

費ひ

４
０
レ
ア
ル
（
６
～

１
２
歳さ

い

の
子こ

供ど
も

は
２
０
レ
）。

お
楽た

の

し
み
行

ぎ
ょ
う

事じ

用よ
う

の
賞

し
ょ
う

品ひ
ん

一い
っ

品ぴ
ん

を
持じ

参さ
ん

す
る
こ
と
。

　

問と
い

合あ
わ

せ
・
出

し
ゅ
っ

席せ
き

連れ
ん

絡ら
く

は
、

同ど
う

県け
ん

人じ
ん

会か
い

（
１
１
・３
２
０
７

・
０
０
２
５
）
ま
で
。

勉べ
ん

強き
ょ
う
す
る
よ
う
に
力ち

か
ら

を
入い

れ

て
い
る
」
と
語か

た

っ
た
。

　

村む
ら

上か
み

さ
ん
は
「
大だ

い

事じ

な
立り

っ

教き
ょ
う

大だ
い

祭さ
い

で
す
の
で
、
皆み

な

さ
ん

ふ
る
っ
て
ご
参さ

ん

加か

下く
だ

さ
い
」
と

締し

め
く
く
っ
た
。

兵ひ
ょ
う

庫ご

県け
ん

人じ
ん

会か
い

定て
い

期き

総そ
う

会か
い

来ら
い
月げ
つ
１
１
日に
ち
に

ア
の
話は

な
し
な
の
か
と
思お

も

う
人ひ

と

も

　

田た

中な
か

氏し

は
「
な
ぜ
東ひ

が
し
ア
ジ
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ANO XXI  –  Nº 4939 SÃO PAULO, TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018 R$ 4,00
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