
き
ま
し
た
。
僕
は
海
外
の
放
送
が

聞
け
る
短
波
ラ
ジ
オ
を
持
っ
て
い

た
の
で
、
英
国
の
B
B
C
の
放
送

も
聞
き
ま
し
た
。
科
学
者
は
、
炉

心
溶
融
は
す
で
に
起
き
た
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
米
国
の

国
務
省
か
ら
原
発
事
故
に
よ
る

避
難
勧
告
を
伝
え
ら
れ
、
家
族
か

ら
も
し
き
り
に
帰
国
を
頼
ま
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
避
難
は
町
民
の

皆
さ
ん
と
一
緒
に
し
か
し
な
い
と

し
っ
か
り
決
め
て
い
ま
し
た
。
日

本
政
府
か
ら
の
避
難
指
示
は
な

か
っ
た
の
で
、
夏
休
み
ま
で
帰
国

せ
ず
に
町
民
と
一
緒
に
仕
事
や
復

興
を
が
ん
ば
り
ま
し
た
。

　

僕
の
人
生
は
2
0
1
1
年
の
３

月
に
変
わ
り
ま
し
た
。
原
発
事
故

や
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
、

何
が
あ
っ
て
も
ず
っ
と
福
島
で
皆

さ
ん
と
が
ん
ば
る
と
決
心
し
ま
し

た
。
入
学
や
入
社
と
同
じ
よ
う

に
、
そ
の
決
断
は
僕
の
人
生
を
形

作
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
支
援

の
お
か
げ
で
、
悔
い
な
く
そ
の
決

断
に
従
え
て
、
あ
り
が
た
く
、
幸

せ
に
思
い
ま
す
。（
ト
ニ
ー
）

「東日本大震災」
Great East Japan Earthquake

　

日
本
の
３
月
は
忙
し
く
、
卒
業

や
引
っ
越
し
な
ど
の
人
生
を
変
え

る
出
来
事
が
多
い
で
す
。
福
島
県

民
の
中
で
、
11
年
前
の
３
月
に
人

生
が
変
わ
っ
た
人
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
僕
も
そ
の
一
人
で
す
。

　

2
0
1
1
年
３
月
11
日
14
時
46

分
に
僕
は
桑
折
町
の
半
田
醸
芳
小

学
校
の
職
員
室
に
い
ま
し
た
。
激

し
い
揺
れ
で
机
の
下
に
隠
れ
な
が

ら
、
人
生
は
こ
れ
で
終
わ
り
だ
と

思
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の
余
震
も

怖
か
っ
た
で
す
が
、
最
も
怖
か
っ

た
の
は
翌
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
す
。

国
内
の
放
送
局
に
よ
る
と
、
県
内

の
原
発
の
状
況
が
不
安
定
だ
と
聞

連載コラム

国際交流員の
活動日誌
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地域の魅力
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梁
川
は
中
世
伊
達
氏
の
本
拠

地
と
し
て
機
能
し
て
以
来
、
現

在
ま
で
発
展
・
拡
充
を
続
け
て

き
ま
し
た
。
中
世
末
期
に
は
上

杉
領
と
し
て
上
杉
家
家
臣
、
須

田
長
義
に
よ
り
都
市
整
備
が
加

え
ら
れ
、
そ
の
後
、
幕
領
を
経

て
尾
張
徳
川
家
支
藩
梁
川
藩
、

岩
城
平
藩
支
配
、
幕
末
に
は
松

前
藩
領
と
移
り
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
変
遷
の
中
で
、
梁
川
の

町
並
み
は
発
展
と
整
備
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
今
回
は

上
杉
領
時
代
の
梁
川
に
つ
い
て

み
て
い
き
ま
す
。

　

慶
長
３
年
（
1
5
9
8
）
上

杉
景
勝
は
、
豊
臣
秀
吉
の
命
に

よ
り
越
後
か
ら
会
津
へ
移
封
と

な
り
ま
し
た
。
大
幅
な
加
増
に

よ
る
移
封
で
、
上
杉
景
勝
は
会

津
1
2
0
万
石
の
大
名
と
な
り

ま
し
た
。
こ
の
時
景
勝
は
、
家

臣
を
各
地
へ
派
遣
し
ま
す
。
梁

川
に
派
遣
さ
れ
た
の
が

須
田
長
義
で
し
た
。
須

田
家
は
上
杉
景
勝
の
義

父
で
あ
る
上
杉
謙
信
に

仕
え
、
上
杉
家
中
で
も

２
番
目
の
石
高
を
計
る

家
柄
で
し
た
。
景
勝
の

会
津
移
封
に
伴
い
、
須
田
長
義

は
梁
川
2
万
石
の
城
代
と
し

て
都
市
整
備
を
進
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
中
で
も
大
き
な
改

修
を
加
え
た
の
が
梁
川
城
で
し

た
。
室
町
時
代
か
ら
伊
達
氏
の

館
で
あ
っ
た
場
所
を
本
丸
に
定

め
、
本
丸
を
中
心
に
改
修
し
ま

す
。
本
丸
東
側
に
は
幅
20
㍍
を

超
え
る
大
規
模
な
堀
を
構
え
、

北
側
に
は
北
三
ノ
丸
を
設
置

し
、
複
雑
な
出
入
り
口
を
多
用

し
て
い
き
ま
す
。
南
側
に
は
桜

館
を
設
け
、西
側
に
は
二
ノ
丸
・

三
ノ
丸
を
設
け
ま
し
た
。

　

本
丸
を
取
り
囲
む
多
様
な
曲

輪
や
複
雑
な
出
入
り
口
は
、
須

田
氏
の
築
城
技
術
の
高
さ
を
示

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
梁
川

城
は
、
室
町
戦
国
時
代
以
来
の

伊
達
氏
館
か
ら
戦
備
え
の
大
規

模
な
城
館
へ
と
変
化
し
て
い
く

の
で
し
た
。

梁川城復元図（上杉時代）
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