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め
に

 

中
村
隆
之

「
フ
ラ
ン
ス
語
圏
（francophonie
）」
は
、
二
十
一
世
紀
に
入
る
頃
に
は
日
本
語
で
は
い
ま
だ
馴
染
み
の
薄
い
表
現
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら

四
半
世
紀
が
経
っ
た
今
、
こ
の
表
現
は
完
全
に
定
着
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
る
文
学
に
つ
い
て
は
、
主
に
旧
植
民
地
の
文
学
を
念

頭
に
置
い
た
「
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
」
が
現
在
で
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
地
域
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
限
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
自
体
は
こ
の
日
本
語
圏
の
フ
ラ
ン
ス
関

係
者
に
も
昔
か
ら
広
く
知
ら
れ
る
事
実
だ
っ
た
。
し
か
し
二
十
世
紀
中
、
文
学
の
中
心
地
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
今
で
は

よ
く
知
ら
れ
る
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
の
名
前
は
一
九
六
〇
年
代
の
翻
訳
詩
選
集
や
詩
誌
の
な
か
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

の
場
合
の
多
く
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
の
文
学
受
容
を
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
が
序
文
を
寄
せ
た
『
ニ
グ
ロ
・
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
新

詩
華
集
』（
一
九
四
八
年
）
を
モ
デ
ル
と
し
た
第
三
世
界
黒
人
詩
人
選
の
な
か
か
、
あ
る
い
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
周
縁
と
し
て
紹

介
さ
れ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
セ
ゼ
ー
ル
の
『
帰
郷
ノ
ー
ト
』（
一
九
三
九
年
）
が
『
植
民
地
主
義
論
』（
一
九
五
〇
年
）
と
と
も
に
日
本
語

で
読
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
九
七
年
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
価
値
観
を
ゆ
る
や
か
に
変
え
、
や
が
て
そ
の
認
識
を
転
換
さ
せ
る
の
は
、
き
わ
め
て
重
大
な
仕
事
だ
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
「
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
」
の
普
及
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
、
こ
の
語
を
私
た
ち
に
馴
染
み
の
あ
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る
も
の
に
変
え
た
先
達
の
一
人
で
あ
る
立
花
英ひ
で
ひ
ろ裕
（
一
九
四
九
―
二
〇
二
一
）
の
仕
事
は
大
切
だ
。

立
花
英
裕
は
フ
ラ
ン
ス
語
圏
を
め
ぐ
る
文
学
と
教
育
の
双
方
の
分
野
で
幅
広
く
活
躍
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
と
同
時
代
を
生
き
た
関
係
者

に
お
い
て
そ
の
名
を
知
ら
な
い
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
さ
ら
に
は
彼
の
手
が
け
た
多
く
の
訳
書
は
関
係
者
以
外
に
も
広
く
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
だ
。
け
れ
ど
も
早
稲
田
大
学
退
職
後
に
襲
わ
れ
た
突
然
の
病
と
そ
の
後
に
続
く
闘
病
生
活
の
末
、
突
如
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
立
花
に

は
、
自
身
の
研
究
を
ま
と
め
あ
げ
る
よ
う
な
単
著
を
準
備
す
る
時
間
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
立
花
の
同
僚
で
あ
っ
た
谷
昌
親
と
わ
た
し
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
を
自
在
に
旅
し
て
き
た
彼
の
文
学
研
究
の
歩
み
を
た
ど
り
な
が

ら
、
彼
が
残
し
て
く
れ
た
仕
事
へ
の
敬
意
を
込
め
つ
つ
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
の
今
後
を
展
望
で
き
る
よ
う
な
内
容
の
本
を
編
む
こ
と
が
で

き
な
い
か
と
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
は
、
立
花
英
裕
の
仕
事
に
捧
げ
ら
れ
た
谷
昌
親
に
よ
る
導
入
的
概
説
か
ら
始
ま
る
。
続
く
二
つ
の
パ
ー
ト
の
う
ち
、
第
Ⅰ
部
で
は
、

立
花
の
代
表
的
な
仕
事
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
立
花
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
分
野
で
も
優
れ
た
業
績
が
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
本
人
が
執
筆
し
た
語
学
教
科
書
で
そ
の
一
端
を
知
れ
る
こ
と
や
、
彼
の
文
学
研
究
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
編
集
方
針
か
ら
、

今
回
は
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
上
で
、
そ
の
文
学
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
か
ら
そ
の
後
関
心
の
重
心
を
移
し

た
カ
リ
ブ
海
や
ケ
ベ
ッ
ク
の
作
家
を
め
ぐ
る
論
考
な
ど
を
集
め
、
三
つ
の
問
題
群
の
も
と
に
ゆ
る
や
か
に
分
類
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

な
か
に
は
問
題
群
の
設
定
や
紙
幅
の
関
係
上
、
再
録
を
見
合
わ
せ
た
も
の
も
、
い
く
つ
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
立
花
の
関
心
は
幅
広
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
そ
の
仕
事
を
す
で
に
知
る
方
に
も
、
こ
れ
か
ら
知
る
方
に
も
興
味
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

第
Ⅱ
部
は
、
二
〇
二
二
年
十
一
月
二
十
六
日
に
早
稲
田
大
学
八
号
館
Ｂ
一
〇
七
教
室
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
複
数
の
世
界
文

学
に
向
け
て
―
―
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
の
遺
産
と
未
来
」
に
基
づ
く
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
立
花
の
仕
事
を
振
り
返
る
こ
と
を
隠
さ

れ
た
目
的
と
し
た
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
た
、
大
辻
都
、
澤
田
直
、
西
川
葉
澄
、
廣
田
郷
士
、
福
島
亮
、
星
埜
守
之
が
、
そ
れ
ぞ
れ

読
み
応
え
の
あ
る
論
考
を
寄
せ
て
く
れ
た
。
こ
の
六
名
は
立
花
と
の
親
交
を
も
っ
て
き
た
方
々
で
も
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
第
Ⅱ
部
は
、
立

花
英
裕
編
『
ク
レ
オ
ー
ル
の
想
像
力
―
―
ネ
グ
リ
チ
ュ
ー
ド
か
ら
群
島
的
思
考
へ
』（
水
声
社
、
二
〇
二
〇
年
）
の
続
編
の
よ
う
な
も
の

だ
と
編
者
は
捉
え
て
い
る
。
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本
書
の
題
名
は
『
異
邦
人
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
』
と
し
た
。「
異
邦
人
」
を
冠
し
て
み
た
の
は
、
こ
の
名
辞
に
内
包
さ
れ
る
「
異
邦

性
」
が
立
花
英
裕
の
研
究
と
人
柄
を
示
す
よ
う
に
常
々
思
わ
れ
て
き
た
か
ら
だ
（
中
村
隆
之
「
異
邦
性
の
感
覚
―
―
立
花
英
裕
先
生
の
人

柄
と
研
究
を
つ
な
ぐ
も
の
」、『
人
文
論
集
』
第
五
七
号
、
早
稲
田
大
学
法
学
会
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
ⅰ
―
ⅵ
頁
）。
実
際
、
立
花
に
か

ぎ
ら
ず
、
私
た
ち
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
潜
在
的
に
は
い
つ
で
も
「
異
邦
人
」
だ
。
国
外
を
対
象
と
す
る
研
究
者
は
他
者
の
文
化
に

必
然
的
に
関
わ
る
以
上
、
こ
の
異
邦
性
の
感
覚
を
と
り
わ
け
身
体
化
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
ま
な
ざ
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
る
フ

ラ
ン
ス
語
圏
文
学
が
題
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
だ
。

異
邦
人
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
は
、
確
固
と
し
た
同
一
性
を
揺
る
が
す
と
い
う
意
味
で
、
常
に
複
数
的
で
あ
る
。
そ
の
複
数
性
が
可
視

化
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
複
数
の
論
者
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
の
プ
リ
ズ
ム
を
多
声
的
に
照
射
す
る
第
Ⅱ
部
で
あ
る
の
は
間
違
い
な

い
。
け
れ
ど
も
、
立
花
個
人
を
著
者
と
す
る
第
Ⅰ
部
の
な
か
に
も
、
対
象
に
応
じ
て
変
容
す
る
著
者
の
複
数
性
が
見
出
さ
れ
る
の
み
な
ら

ず
、
本
書
に
収
録
し
た
い
く
つ
か
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
彼
の
論
考
は
、
そ
の
日
本
語
訳
を
担
当
し
た
谷
昌
親
の
翻
訳
を
介
し
て
何

よ
り
も
二
重
化
さ
れ
て
い
る
。

立
花
が
実
践
し
て
き
た
、
確
固
と
し
た
同
一
性
か
ら
絶
え
ず
逃
れ
て
い
く
旅
の
歩
み
。
本
書
は
彼
が
見
る
こ
と
の
叶
わ
な
か
っ
た
未
来

の
光
景
を
私
た
ち
が
分
か
ち
合
う
た
め
の
読
書
と
い
う
旅
へ
の
誘
い
で
あ
る
。


