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一
昨
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
訪
問
し
た

と
き
、
空
港
の
案
内
表
示
や
道
路
標
識
は

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
と
英
語
の
二
言
語
表
記

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
憲
法
に
も
、
第
一

公
用
語
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
（
ケ
ル
ト
系

の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
民
族
固
有
の
言
語
で
、

別
名
ゲ
ー
ル
語
）、
第
二
公
用
語
は
英
語

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
街
角
で

人
々
が
実
際
に
話
し
て
い
た
言
語
は
、
ほ

ぼ
英
語
の
み
で
し
た
。

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
英
語
が
浸
透
し
て

い
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地

支
配
が
強
化
さ
れ
た
17
世
紀
以
降
と
さ
れ

ま
す
。
さ
ら
に
1
8
4
0
年
代
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
人
口
を
半
減
さ
せ
た
と
さ
れ

る
「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉
」
に
よ
る
大
量
の

餓
死
と
国
外
脱
出
が
、
英
語
へ
の
言
語
交

替
を
決
定
的
な
も
の
に
し
ま
し
た
。
イ
ギ

リ
ス
か
ら
の
独
立
後
約
１
世
紀
を
経
た
今

も
、
ほ
と
ん
ど
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に

と
っ
て
の
母
語
は
英
語
と
な
っ
て
お
り
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
は
学
校
で
学
ぶ
だ
け
の

言
語
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

確
か
に
、
英
語
は
こ
の
数
百
年
間
、
イ

ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
世
界
の
政

治
・
軍
事
の
最
強
国
の
言
語
で
あ
り
、
経

済
的
に
も
有
利
な
言
語
で
し
た
。
自
ら
は

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
育
て
ら
れ
た
世
代
が

自
分
の
子
ど
も
に
は
英
語
を
選
ば
せ
、
身

に
付
け
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
将
来
を
思
う

親
心
か
ら
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
現
在
政
府
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

語
を
か
け
が
え
の
な
い
民
族
の
誇
り
と
し

て
保
持
に
全
力
を
注
い
で
い
ま
す
。
今
で

も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
を
話
す
少
数
地
区

（
ゲ
ー
ル
タ
ハ
ト
と
呼
ば
れ
る
）
や
家
庭

を
手
厚
く
優
遇
す
る
ほ
か
、
高
校
修
了
試

験
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
の
問
題
文
で
解
い

た
場
合
は
点
数
を
１
割
増
し
と
し
、
公
務

員
採
用
に
お
い
て
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
能

力
を
必
須
と
し
て
い
ま
す
。

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
例
は
、
言
葉
が
人
々

に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
貴
重
な
も
の
か
を
如

実
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
始
め
海
外
と
交
流
す
る

際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
教
訓
で
あ
り
、

さ
ら
に
言
え
ば
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
こ

と
を
明
確
に
規
定
し
た
手
話
言
語
条
例
が

聴
覚
障
が
い
の
あ
る
方
々
だ
け
で
な
く
、

す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
持
つ
意
味
も
指

し
示
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
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益田市の文化財の紹介
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益
田
市
指
定
文
化
財
・
有
形
文
化
財

（
彫
刻
）
の
木も
く
ぞ
う造
釈し
ゃ
か迦
如に
ょ
ら
い来
坐ざ
ぞ
う像
は
、
染

羽
町
の
臨
り
ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
医い
こ
う
じ

光
寺
に
安
置
さ
れ
て

い
る
仏
像
で
す
。

　

本
像
は
寄よ
せ
ぎ木

造づ
く

り
（※1）
で
制
作
さ
れ
て

い
ま
す
。
像ぞ
う
し
ん
つ
か

心
束
（
制
作
時
に
本
体
を
支

え
る
た
め
の
部
位
）
を
残
す
こ
と
や
、
独

特
の
衣え
も
ん紋
表
現

（※2）
か
ら
、
院い
ん
ぱ派

（※3）
の
影
響

を
感
じ
さ
せ
る
一
方
、
や
や
ぎ
こ
ち
な
い

作
風
か
ら
地
方
仏ぶ
っ
し師

（
仏
像
制
作
者
）
作

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
像
は
胎た
い
な
い
め
い

内
銘

（※4）
が
発
見
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
歴
史
的
価
値
が
よ
り
高

ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
応お
う
あ
ん安

４

（
1
3
7
1
）
年
に
法
ほ
っ
き
ょ
う橋
広こ
う
せ
い成
を
大
仏
師

（
制
作
責
任
者
）、
益
田
兼か
ね
み見

を
大お
お
だ
ん
な

檀
那

（
出
資
者
）、
祖そ
ほ
う峰
士し
ぜ
ん禅
を
大だ
い
が
ん
し
ゅ

願
主
（
発
起

人
代
表
）、
威い
ざ
ん山

（
ま
た
は
成
じ
ょ
う
ざ
ん山）

長
ち
ょ
う
ゆ
う雄

を
住じ
ゅ
う
じ持

（
住
職
）
と
し
て
、
崇す
う
か
ん
じ

観
寺
の
本

尊
と
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　

崇
観
寺
は
、
現
在
の
医
光
寺
の
西
隣

に
あ
っ
た
臨
済
宗
寺
院
で
、
貞じ
ょ
う
じ治
2

（
1
3
6
3
）年
に
斎さ
い
と
う藤
長ち
ょ
う
じ
ゃ
者
の
妻
直
ち
ょ
く
ざ
ん山

妙み
ょ
う
ち
ょ
う
た
い
し

超
大
姉
の
発ほ
つ
が
ん願
に
よ
り
、
龍り
ゅ
う
も
ん
し
げ
ん

門
士
源
を

開か
い
さ
ん山

（
初
代
住
職
）
と
し
て
開
か
れ
た
と

い
い
ま
す
。

　

益
田
兼
見
は
創
建
間
も
な
い
崇
観
寺

を
庇
護
下
に
入
れ
、
さ
ら
に
諸し
ょ
ざ
ん山
（
室
町

時
代
の
禅
宗
寺
院
の
格
で
五ご
ざ
ん山

・
十じ
っ
さ
つ刹

に

次
ぐ
）
に
す
る
た
め
に
奔
走
し
、
益
田
家

と
し
て
特
に
大
切
に
す
べ
き
寺
と
位
置

づ
け
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
に
崇
観
寺
は
な
ん
ら
か
の

理
由
で
衰
退
し
、
医
光
寺
が
そ
の
後
身
寺

院
と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
が
、
本
像
は
両

寺
の
関
係
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
も
貴

重
で
す
。

【�

参
考
文
献
】『
祈
り
の
仏
像
』
島
根
県
立
石
見

美
術
館
、
2
0
1
4
年
。

【
註
】

※
1　

い
く
つ
か
の
木
材
を
は
ぎ
あ
わ
せ
て

仏
像
を
制
作
す
る
方
法
。

※
2　

衣
装
類
の
皺しわ
や
ひ
だ
の
表
現
。

※
3　

中
世
を
通
じ
て
京
都
を
拠
点
に
仏
像

制
作
に
活
躍
し
た
仏
師
の
一
派
。代
々

「
院
」
の
字
を
名
前
に
用
い
た
。

※
4　

像
の
胎
内（
体
内
）に
記
さ
れ
た
文
字
。


