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こ
こ
六
、七
年
間
、研
究
調
査
の
仕
事
で
ロ
ン
ド
ン
市

内
の
行
政
機
関
を
訪
問
す
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
。あ

る
と
き
国
会
議
事
堂
の
近
く
で
、ア
ダ
ム・
ス
ミ
ス
研
究

所
と
い
う
表
札
が
目
に
留
ま
っ
た
。こ
の
研
究
所
が
、あ

の『
国
富
論
』
を
著
し
た
ア
ダ
ム・
ス
ミ
ス（
一
七
二
三
―

一
七
九
〇
）と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
は
定
か
で

は
な
い
が
、金
属
板
の
表
札
を
埋
め
込
ん
で
あ
る
建
物

の
壁
に
装
飾
し
て
あ
る
の
は
、断
面
が
乳
灰
白
色
の
火

打
ち
石（
フ
リ
ン
ト
）で
あ
っ
た（
写
真
１
）。 

　
産
業
革
命
は
、こ
れ
ま
で
の
小
さ
な
手
工
業
的
な
作

業
場
に
代
わ
っ
て
、機
械
設
備
に
よ
る
大
工
業
が
成
立

し
、産
業
の
技
術
的
基
礎
が
一
変
し
、こ
れ
と
と
も
に
社

会
構
造
が
根
本
的
に
変
化
す
る
こ
と
。
産
業
革
命
を

経
て
初
め
て
近
代
資
本
主
義
経
済
が
確
立
。一
七
六
〇

年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
始
ま
り
、一
八
三
〇
年
代
以
降
、

欧
州
諸
国
に
波
及
し
た（
広
辞
苑
第
五
版
）。 

　
家
内
工
業
、手
工
業
的
な
作
業
場
の
火
と
大
工
業

の
火
と
で
は
、物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
存
在
感
が
違

う
。
近
代
資
本
主
義
の
成
立
と
原
始
的
な
火
打
ち
石

と
は
、両
極
に
位
置
す
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、こ
の
表

札
を
見
て
い
る
と
、火
が
人
に
与
え
て
き
た
意
味
を
示

す
も
の
が
、何
か
意
図
さ
れ
て
こ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。 

　
国
民
経
済
の
最
小
単
位
で
あ
る
家
計
か
ら
竈
の
煙

が
消
え
て
い
く
こ
と
と
、火
打
ち
石
を
必
要
と
し
な
く

な
っ
た
近
代
資
本
主
義
の
成
立
で
失
っ
た
も
の
と
が
、

ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。ロ
ン
ド
ン
の
街

角
で
こ
の
よ
う
な
発
見
を
し
た
こ
と
は
、世
界
で
最
も

早
く
産
業
革
命
を
果
た
し
た
英
国
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ

と
が
、夏
目
漱
石
の
明
治
時
代
に
お
い
て
も
、そ
れ
か
ら

百
年
を
経
た
現
在
で
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
に
さ
せ
ら
れ
る
。 

吉長　成恭 
Written by
Haruyuki Yoshinaga

「火」が心に与える力 
―人の心や家族として生活に与えてきたもの― 

産
業
革
命
と 

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
火
打
ち
石 
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こ
の
ご
ろ
家
の
中
を
見
渡
し
て
も
、火
の
気
が
な
い
。

火
事
の
災
難
に
な
ら
な
い
か
ら
、そ
れ
は
そ
れ
で
家
内

安
全
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、な
ん
と
な
く
寂
し
い
。

昭
和
の
時
代
に
な
っ
て
、家
庭
に
お
け
る
火
の
居
場
所

は
大
き
く
変
化
し
た
。
も
ち
ろ
ん
火
が
全
く
な
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
火
の
気
が
な
く
な
っ
た
の
だ
。
心
の

ど
こ
か
で
暖
炉
や
薪
ス
ト
ー
ブ
な
ど
生
の
火
、つ
ま
り
炎

が
恋
し
い
。
家
の
中
に
操
る
こ
と
が
で
き
る
火
が
存
在

す
る
こ
と
は
豊
か
さ
の
象
徴
で
も
あ
る
。 

　
人
間
の
周
り
に
は
、自
ら
も
含
め
て
動
物
や
植
物
、

鉱
物
な
ど
た
く
さ
ん
の
物
質
が
あ
る
。火
は
酸
素
を
必

要
と
す
る
が
動
物
で
は
な
い
。
火
は
植
物
で
も
鉱
物
で

も
な
い
。
万
物
の
中
で
、火
は
な
ん
と
い
う
属
、ど
ん
な

系
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
サ
ン
ト
リ
ー

の
テ
レ
ビ
広
告
で
は
な
い
が
、人
の
活
力
は「
燃
焼
系
、

燃
焼
系
、ア
ミ
ノ
式
」か
も
し
れ
な
い
が
、こ
れ
は
半
分

冗
談
の
引
用
と
し
て
も
、人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
と

同
様
、火
は
燃
料
・
酸
素
・
熱
の
複
合
的
な
要
素
で
成
り

立
つ
、燃
焼
と
い
う
現
象
で
あ
り
、反
応
で
あ
る
。
人
々

が
家
族
の
大
事
な
一
員
と
し
て
家
の
中
に
持
ち
込
む
前

は
本
来
、火
は
地
球
の
ど
こ
に
生
息
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
？ 

　
そ
の
答
え
は
自
然
現
象
と
し
て
山
火
事
の
発
火
の

例
が
示
す
よ
う
に
、火
は
人
々
の
制
御
に
甘
ん
じ
る
ま

で
は
、大
地
に
生
息
し
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。完

全
燃
焼
の
結
果
で
あ
る
水
の
中
に
火
は
存
在
し
な
い
の

と
同
様
、自
然
の
火
は
海
洋
に
存
在
せ
ず
、大
地
に
生

息
す
る
。も
し
も
人
間
が
火
の
世
話
を
し
な
く
な
る
と
、

火
は
自
然
界
に
戻
る
の
だ
ろ
う
。つ
ま
り
野
性
に
帰
る

の
だ
。 

     

　
人
間
は
野
生
の
火
を
制
御
す
る
こ
と
で
火
に
適
応

し
て
き
た
。
制
御
の
技
術
を
磨
く
と
同
時
に
、心
の
中

の
火
の
存
在
に
、火
と
の
深
い
絆
を
自
覚
し
た
。火
よ
っ

て
人
間
は
文
明
を
拓
き
文
化
を
築
い
て
き
た
。人
間
が

ネ
ズ
ミ
の
よ
う
な
小
さ
な
動
物
だ
っ
た
ら
、火
を
燃
や

し
て
も
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
。ゾ
ウ
の
よ
う
に
大
き

か
っ
た
と
し
た
ら
、野
火
や
山
火
事
の
心
配
の
な
い
焚
き

火
場
が
な
か
な
か
み
つ
か
ら
な
い
。と
、池
澤
夏
樹
氏
の

『
母
な
る
自
然
の
お
っ
ぱ
い
』の
中
の
、人
間
の
身
体
の

大
き
さ
が
火
を
扱
う
の
に
十
分
な
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ

る
こ
と
の
説
は
、妙
に
納
得
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体

は
、火
を
制
御
す
る
こ
と
が
可
能
な
大
き
さ
で
あ
り
、

火
の
科
学
性
を
探
求
す
る
こ
と
が
大
脳
の
発
達
を
促

し
て
き
た
。そ
し
て
、火
の
制
御
こ
そ
、人
間
が
他
者
と

区
別
さ
れ
る
と
き
の
能
力
で
あ
る
こ
と
に
異
論
を
挟

む
必
要
が
な
く
な
っ
た
。 

　
人
々
は
燃
料
の
準
備
、点
火
の
支
度
、火
の
維
持
、火

の
利
用
、火
の
番
、火
の
始
末
、灰
の
利
用
な
ど
、火
の
一

生
、つ
ま
り
火
の
生
老
病
死
を
ケ
ア
し
、あ
る
い
は
必
要

な
と
き
に
甦
え
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
火
を
世
話
す

る
間
わ
れ
わ
れ
は
、火
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
。フ
ラ
ン
ス

の
思
想
家
ガ
ス
ト
ン・バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、「
火
と
い
う
も
の

は
、間
違
い
な
く
人
間
に
よ
っ
て
の
最
初
の
オ
ブ
ジ
ェ
で

あ
り
、最
初
の
現
象
で
あ
り
、火
に
お
い
て
人
間
の
精

神
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」と
述
べ
、さ
ら
に
燃

え
る
火
を
前
に
し
て
の
瞑
想
こ
そ
が
、人
間
の
最
初
に

し
て
最
も
人
間
的
な
、火
の
使
用
法
だ
っ
た
と
言
及
し

て
い
る
。人
間
に
と
っ
て
火
の
最
初
の
用
途
は
、暖
を
と

っ
た
り
、明
か
り
を
灯
し
た
り
、あ
る
い
は
煮
炊
き
す
る

と
い
っ
た
物
理
的
機
能
を
利
用
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

火
に
精
神
を
反
映
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
が
霊
長

類
と
し
て
の
進
化
を
極
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。も
う
一
度
、『
人
々
が
火
の
世
話
を
し

け
れ
ば
火
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
』、こ
の
自
問
に
、わ

れ
わ
れ
は
、文
明
的
側
面
と
精
神
的
側
面
か
ら
火
と

わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

　
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
火
は
宿
っ
て
い
る
。
鴨
長
明

は
、方
丈
の
庵
で
ふ
と
目
が
覚
め
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、

灰
の
中
の
埋
め
火
を
か
き
出
し
、火
を
目
覚
め
さ
せ
老

い
の
寝
覚
め
の
友
と
し
た
。ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
湖
畔
の
山
小

屋
で
森
の
生
活
を
し
た
Ｈ
・
Ｄ
・
ソ
ロ
ー
の
相
棒
も
石
で

築
い
た
炉
辺
の
火
で
あ
っ
た
。
自
分
で
熾
し
た
火
に
向

か
い
合
う
夜
、火
は
ソ
ロ
ー
の
創
造
力
を
駆
り
立
て
た
に

違
い
な
い
。ヘ
ル
マ
ン・ヘッ
セ
の
落
ち
葉
焚
き
は
作
務
で
あ

り
、孫
と
一
緒
の
庭
仕
事
と
焚
き
火
は
愛
で
あ
っ
た
。 

　
焚
き
火
の
基
礎
を
確
認
し
て
み
よ
う
。（
一
）割
れ

た
木
の
ほ
う
が
丸
太
よ
り
も
焚
き
火
に
適
し
て
い
る
。

（
二
）火
に
は
空
気
が
必
要
で
あ
る
。（
三
）火
が
燃
え
て

い
る
と
こ
ろ
に
隙
間
を
あ
け
な
さ
い
。
風
が
通
り
や
す

い
よ
う
に
。（
四
）炎
は
上
に
上
が
る
。
炎
は
細
く
高
く

作
り
な
さ
い
。炎
は
薪
の
表
面
に
沿
っ
て
上
が
る
。（
五
）

最
初
の
火
は
す
ぐ
尽
き
る
。（
六
）炎
は
沸
か
す
こ
と
と

焼
く
こ
と
に
、熾
は
炙
っ
た
り
揚
げ
物
を
し
た
り
す
る

と
き
に
。堅
木
や
炭
の
重
い
火
は
安
定
し
た
熱
を
得
る

お
こ 

お
き 

あ
ぶ 

世
話
を
し
な
い
と 

火
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？ 

制
御
に
よ
っ
て
火
は 

人
の
心
の
中
へ 
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【写真２】鍛冶屋の神棚 【写真３】鍛冶屋の彫刻刀作り（バリ島） 

【写真４】鍛冶屋の火の神様（バリ島） 

【写真５】影絵芝居ワヤン（バリ島） 

全
燃
焼
の
結
果
で
あ
る
水
の
中
に
火
は
存
在
し
な
い
の

と
同
様
、自
然
の
火
は
海
洋
に
存
在
せ
ず
、大
地
に
生

の
思
想
家
ガ
ス
ト
ン・バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、「
火
と
い
う
も
の

は
、間
違
い
な
く
人
間
に
よ
っ
て
の
最
初
の
オ
ブ
ジ
ェ
で

焼
く
こ
と
に
、熾
は
炙
っ
た
り
揚
げ
物
を
し
た
り
す
る

と
き
に
。堅
木
や
炭
の
重
い
火
は
安
定
し
た
熱
を
得
る

た
め
に
。（
七
）や
わ
ら
か
い
木
は
香
り
と
パ
チ
パ
チ
す
る

音
を
楽
し
む
た
め
に
。（
八
）火
は
最
低
限
度
の
大
き
さ

で
な
る
べ
く
小
さ
く
保
ち
な
さ
い
。（
九
）最
初
の
炎
の

熱
を
保
ち
な
さ
い
。（
十
）焚
き
火
を
す
る
前
に
必
要

な
薪
の
す
べ
て
を
用
意
し
な
さ
い
。（
十
一
）必
要
以
上

の
焚
き
火
を
す
べ
き
で
は
な
い
。（
十
二
）炎
は
自
分
の

心
を
反
映
す
る
。 

　
焚
き
火
の
基
礎
は
日
々
の
生
活
す
べ
て
に
当
て
は
ま

り
、人
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
に
言
及
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
。
火
が
人
の
心
の
正
面
に
存
在
し

て
与
え
る
も
の
の
意
味
が
こ
こ
に
伝
わ
る
。 

     

　
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
に
は
、多
く
の
火
の
神
様
が

祀
ら
れ
て
い
る
。竃
の
神
様
は
台
所
に
あ
っ
た
。竈
分
け

は
、大
き
な
家
族
か
ら
小
さ
な
家
族
が
分
化
し
て
い
く

こ
と
、つ
ま
り
分
家
を
意
味
し
て
い
る
。そ
の
と
き
の
竈

の
火
は
、単
に
調
理
と
い
う
火
の
基
本
的
機
能
だ
け
が

分
か
れ
る
の
で
は
な
く
、家
風
、家
族
の
暖
か
さ
も
一
緒

に
新
し
い
家
族
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。そ
こ
で
、新
し

い
竈
の
火
は
、こ
れ
ま
で
と
同
じ
火
の
形
で
燃
え
る
が
、

燃
え
て
い
る
も
の
は
い
つ
も
新
し
い
の
で
あ
る
。フ
ァ
ラ
デ

ー
が「
ロ
ウ
ソ
ク
の
科
学
」で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、炎
は

い
つ
も
同
じ
だ
が
、燃
え
て
い
る
も
の
は
、絶
え
ず
新
し

い
状
態
で
保
た
れ
て
い
る
。 

　
日
本
の
野
鍛
冶
屋
さ
ん
に
は
、鞴
の
神
様
と
一
緒
に

火
の
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
る（
写
真
２
）。イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
バ
リ
島
マ
ス
村
。こ
こ
は
木
彫
の
民
芸
品
で
有
名
で

あ
り
、彫
刻
刀
を
作
っ
て
い
る
。こ
こ
で
も
村
の
鍛
冶
屋

さ
ん
に
は
真
っ
赤
に
塗
ら
れ
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
火
の
神

様
が
鎮
座
し
て
い
る（
写
真
３
・
４
）。 

　
影
絵
芝
居
ワ
ヤ
ン
は
、ス
ク
リ
ー
ン
の
裏
側
で
炎
の
揺
ら

ぎ
を
巧
み
に
利
用
し
、リ
ズ
ミ
カ
ル
で
透
明
感
の
あ
る
美

し
い
音
色
と
語
り
口
で
始
ま
る
。こ
れ
は
、寺
院
の
祭
礼

の
み
な
ら
ず
個
人
の
冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
に
お
い
て
も
上

演
さ
れ
る
。火
の
基
礎
的
な
機
能
の
一
つ
に
照
明
が
あ
る

が
、明
る
く
照
ら
さ
れ
た
部
分
の
み
な
ら
ず
影
の
意
味

を
火
は
わ
れ
わ
れ
に
文
字
通
り
暗
示
す
る（
写
真
５
）。 

 
か
ま
ど 

お
き 

あ
ぶ 

生
活
の
中
の
火
の
神
様 ふ

い
ご 
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【写真６】とんど（広島市） 

　
大
阪
の
道
修
町
や
東
京
の
日
本
橋
本
町
に
は
、田

畑
を
耕
し
て
百
草
を
嘗
め
そ
の
効
能
の
教
え
を
、市

を
開
い
て
広
め
た
と
さ
れ
る
薬
の
神
様
、香
具
師
の
神

様
で
あ
る
神
農
さ
ん
が
祀
っ
て
あ
る
。
神
農
は
炎
帝
と

呼
ば
れ
る
。
市
は
神
社
の
境
内
で
開
か
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
、て
き
や
用
語
に
は「
サ
ク
ラ
」、「
ト
ハ
＝
鳩
」、

「
テ
ッ
カ
リ
＝
照
明
器
具
」
な
ど
神
社
に
ま
つ
わ
る
業

界
用
語
が
多
い
。炎
帝
神
農
が
人
々
の
健
康
の
た
め
に
、

薬
草
の
効
果
を
庶
民
に
知
ら
せ
る
広
告
・
宣
伝
の
智

恵
が
、市
場
を
作
り
、商
業
を
育
て
、経
済
を
発
展
さ

せ
た
。そ
ん
な
歴
史
の
中
に
も
火
は
生
活
の
傍
に
登
場

す
る
。 

     

　
も
う
一
度
、家
の
中
を
見
渡
し
て
み
よ
う
。
熱
は
あ

る
。
光
も
あ
る
。
現
代
で
は
火
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
分
割
さ
れ
て
存
在

し
て
い
る
。
照
明
、採
暖
、調
理
、

乾
燥
な
ど
火
の
基
本
的
機
能
が

分
割
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、ゆ
ら

ゆ
ら
と
揺
ら
め
く
炎
を
じ
っ
と
見

る
機
会
は
、生
活
の
中
か
ら
姿
を

消
し
て
い
っ
た
。
火
の
気
は
な
く

な
る
。
科
学
の
発
達
で
火
は
使
い

や
す
く
分
割
さ
れ
、安
全
で
便

利
に
な
っ
た
。 

　
し
か
し
、分
割
さ
れ
た
火
が
人
々

の
心
に
与
え
る
意
味
と
本
来
の
姿

の
火
が
も
た
ら
す
精
神
的
力
は
異

な
る
。
火
は
五
感
を
通
し
て
心
に

近
づ
き
、共
振
さ
せ
る
。
情
動
や

感
性
そ
の
も
の
の
状
態
を
映
し
出

す
の
で
あ
る
。そ
し
て
、火
が
人
に

与
え
る
心
理
的
意
味
は
、用
途
と

し
て
分
割
さ
れ
て
な
い
不
便
な
火

に
よ
っ
て
こ
そ
、そ
し
て
人
が
火
の

世
話
を
す
る
こ
と
で
、内
観
と
表

象
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

　
火
が
家
の
中
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。し
か
し
、

世
話
を
し
な
く
な
っ
た
火
は
野
生
に
帰
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。人
々
の
智
恵
で
、火
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
燃
え

て
い
る
。 

　
「
と
ん
ど
」
あ
る
い
は「
ど
ん
ど
」は
、旧
正
月
に
竹

を
主
な
燃
材
と
し
て
作
ら
れ
る
。「
と
ん
ど
」の
勢
い

よ
く
舞
い
上
が
る
炎
、竹
の
弾
け
る
大
き
な
音
に
、旧

年
の
感
謝
と
無
病
息
災
、家
内
安
全
、学
業
成
就
、子

供
の
成
長
の
願
い
を
乗
せ
て
祈
る（
写
真
６
）。 

　
確
か
に
、家
の
中
で
素
朴
な
火
を
見
る
機
会
が
な
く

な
っ
た
。し
か
し
、火
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
大
事
に
さ
れ
甦

る
。
聖
な
る
火
を
神
事
と
し
て
行
わ
れ
る
祭
礼
が
全

国
津
々
浦
々
に
残
っ
て
い
る
。そ
こ
に
は
世
代
間
の
絆

を
確
か
め
あ
う
火
が
あ
る
。統
合
的
な
火
の
造
形
を
人
々

は
求
め
、火
は
人
々
の
心
を
紡
い
で
い
る
。 

　
科
学
や
技
術
と
袂
を
分
か
た
れ
る
前
の
Ａ
Ｒ
Ｔ（
芸

術
）は
、Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ（
Ｈ
Ｅ
＝
神
様
の
芸
術
＝
心
）、水

つ
ま
り
Ｈ
を
後
ろ
に
動
か
す
と
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ（
地
球
）、

も
う
ひ
と
つ
水
を
前
に
つ
け
る
と
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｈ（
炉
辺
、

家
庭
）の
す
べ
て
に
宿
っ
て
い
る
。 

吉
長
　
成
恭
（
よ
し
な
が
・
は
る
ゆ
き
） 

 

広
島
国
際
大
学
大
学
院
教
授
、日
本
焚
火
学
会
代
表
世
話
人
。

一
九
五
二
年
広
島
出
身
。
広
島
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程

修
了
。
医
学
博
士
。
広
島
大
学
医
学
部
助
手
な
ど
を
経
て
現

職
。
平
成
一
〇
年
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
ブ
ー
ム
で
脚
光
を
浴
び
て
い

る
園
芸
療
法
を
始
め
、
啓
発
書
『
園
芸
福
祉
の
す
す
め
』（
創

森
社
）
を
刊
行
。
著
書
は
『
焚
き
火
大
全
』（
共
著
・
創
森
社
）

な
ど
。 
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