
みずむら・みなえ／東京生まれ。12歳で家族と共に渡米。
当初アメリカに馴染めず、改造社版『現代日本文学全集』（全
63巻）を読んで少女時代を過ごす。イエール大学を卒業し（仏
文専攻）、同大学院博士課程修了後に帰国。のちに創作の傍
ら、プリンストン大学などで日本近代文学を教える。著書に、
『續明暗』（1990年、芸術選奨文部大臣新人賞）、『私小説 from 
left to right』（95年、野間文芸新人賞）、『本格小説』（2002年、
読売文学賞）、『日本語が亡びるとき―英語の世紀の中で』（08
年、小林秀雄賞）、『日本語で書くということ』『日本語で読む
ということ』(共に09年)などがある。

　
新
日
本
製
鉄（
株
）
代
表
取
締
役
会
長 

三
村 
明
夫

　
作　

家 水
村 

美
苗
氏
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夏
目
漱
石
の
未
完
に
終
わ
っ
た
小
説
『
明
暗
』
の
結
末
を
描
い
た
『
續
明
暗
』
を
は
じ
め
、
日
本
近
代
文
学
を
生
ん
だ
高

質
で
芳
醇
な
日
本
語
に
よ
る
小
説
や
評
論
を
発
表
し
続
け
て
い
る
、
作
家
の
水
村
美
苗
氏
。
２
０
０
８
年
に
発
刊
さ
れ

た
話
題
作
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
で
は
、
英
語
が
普
遍
語
と
し
て
そ
の
地
位
を
占
め
る
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
い

て
、
日
本
語
の
将
来
に
対
す
る
強
い
危
機
感
を
訴
え
て
い
る
。
今
年
の
新
春
会
長
対
談
で
は
、
20
年
を
超
え
る
海
外
生

活
を
経
験
さ
れ
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
堪
能
な
水
村
氏
を
お
招
き
し
、
言
語
・
文
化
・
教
育
・
経
済
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
視
点
か
ら
、
現
在
の
日
本
を
取
り
巻
く
危
機
と
今
後
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
た
。

英
語
が
広
が
る
時
代
の
中
で
次
第
に
大
き
く

な
っ
た〝
日
本
語
が
亡
び
る
〞
危
機
感

三
村　

作
家
デ
ビ
ュ
ー
作
と
な
っ
た
『
續
明
暗
』
を
は
じ
め
、
い
く
つ

も
の
水
村
さ
ん
の
著
書
を
拝
読
し
ま
し
た
。『
本
格
小
説
』
で
は
物
語
小

説
の
醍
醐
味
を
堪
能
し
ま
し
た
が
、
各
界
か
ら
大
き
な
反
響
の
あ
っ
た

『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
は
、
一
度
読
ん
だ
だ
け
で
は
な
か
な
か
す
べ

て
を
理
解
で
き
な
い
、
奥
深
い
内
容
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
今
日
の
対

談
は
、
私
自
身
の
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
絶
好
の
機
会
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
ま
ず
、〝
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
〞
と
命
名
し
た
危
機
感
は

ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

水
村　
「
亡
び
る
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
夏
目
漱
石
の
『
三
四
郎
』
か
ら

の
引
用（
※
１
）で
す
が
、
危
機
感
は
昔
か
ら
少
し
ず
つ
膨
ら
ん
で
い
き
ま

し
た
。
12
歳
で
家
族
と
渡
米
し
た
あ
と
は
、
日
本
が
恋
し
く
て
、
家
で

昭
和
元
年
に
出
版
さ
れ
た
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
を
読
ん
で
育
ち
、
大

学
に
入
学
し
た
と
き
に
ボ
ス
ト
ン
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
ハ
ー

バ
ー
ド
な
ど
に
い
る
、
い
わ
ゆ
る
秀
才
の
日
本
人
大
学
院
生
た
ち
の
書

く
手
紙
な
ど
の
語
彙
の
乏
し
さ
、
稚
拙
さ
を
見
て
、
唖
然
と
し
ま
し
た
。

日
本
語
の
作
家
に
な
ろ
う
と
帰
国
し
て
か
ら
も
、
今
日
本
で
使
わ
れ
て

い
る
日
本
語
と
、
近
代
日
本
文
学
を
通
じ
て
自
分
が
慣
れ
親
し
ん
で
き

た
日
本
語
の
レ
ベ
ル
の
格
差
を
感
じ
続
け
ま
し
た
。
そ
こ
へ
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
も
登
場
し
、
英
語
が
い
よ
い
よ
重
要
に
な
る
。
こ
の
ま
ま
で
は

日
本
語
が
〝
話
し
言
葉
〞
と
し
て
は
残
っ
て
も
、
日
本
人
の
精
神
世
界
や

情
緒
を
豊
か
に
表
現
す
る
〝
書
き
言
葉
〞
と
し
て
の
輝
き
を
失
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
は
い
よ
い
よ
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

（
※
１
）『
三
四
郎
』
の
中
に
出
て
く
る
広
田
先
生

が
、
日
露
戦
争
の
勝
利
に
酔
う
当
時
の
日
本
人

を
戒
め
、「
日
本
は
や
が
て
亡
び
る
ね
」
と
言
っ
た

言
葉
か
ら
の
引
用
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
英
語
が
普
遍
語
と
し

て
の
地
位
を
確
実
に
し
た
「
英
語
の
世
紀
」
に
あ
っ

て
、「
日
本
語
」
の
亡
び
る
危
機
や
読
み
継
ぐ
こ
と

の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

問
題
を
提
起
し
た
話
題
作
。
日
本
語
が
国
語
と
し

て
成
立
し
た
背
景
や
日
本
近
代
文
学
誕
生
の
歴
史
、

英
語
の
世
紀
に
生
き
る
日
本
人
の
た
め
の
日
本
語
・

英
語
教
育
の
あ
り
方
な
ど
を
、
こ
れ
ま
で
に
な
い

斬
新
な
切
り
口
で
伝
え
て
い
る
。

（『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
│
英
語
の
世
紀
の
中
で
』

筑
摩
書
房
、
２
０
０
８
年
）

こ
れ
か
ら
も
輝
き
つ
づ
け
る

日
本
で
あ
っ
て
ほ
し
い
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三
村　

米
国
で
学
び
生
活
す
る
と
い
う
環
境
の
中
で
、
な
ぜ
英
語
の
作

家
を
目
指
そ
う
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

水
村　

一
つ
は
無
知
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
財
閥
の
子
弟
な
ら
い
ざ
知
ら

ず
、
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
庭
で
し
た
の
で
、
世
界
的
鳥
瞰
図
を

持
っ
て
お
ら
ず
、
英
語
の
優
位
性
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

二
つ
に
は
、
日
本
に
は
全
集
を
組
め
る
ほ
ど
の
近
代
文
学
が
す
で
に
存

在
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
日
本
は
非
西
洋
国
で
あ
り
な
が
ら
、
国
民
文

学
の
聖
典
（canon

）
を
持
つ
珍
し
い
国
な
ん
で
す
。
当
時
は
、
中
国
に

も
韓
国
に
も
イ
ン
ド
に
も
、
日
本
の
よ
う
な
確
固
た
る
近
代
文
学
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
事
実
が
〝
呪
い
〞
の
よ
う
に
私
を
縛
っ
て

（
笑
）。

そ
の
後
、
英
語
が
世
界
に
広
が
る
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
中
で
、
も
し

英
語
で
書
い
て
い
た
ら
と
考
え
る
う
ち
に
、
日
本
語
で
書
く
こ
と
の
意

味
や
、
さ
ら
に
は
日
本
語
と
は
何
か
、
そ
れ
は
ど
う
成
立
し
た
の
か
な

ど
、
日
本
文
学
の
歴
史
性
を
常
に
意
識
し
て
執
筆
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

ミシガン大学客員助教授時代。
大学院での日本近代文学の授業風景。写真中央が水村氏

高
校
卒
業
後
間
も
な
い
こ
ろ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

郊
外
の
自
宅
の
前
で

福
沢
諭
吉
著
『
学
問
の
す
す
め
』。
計
17
編
か
ら

構
成
さ
れ
、
写
真
は
そ
の
初
編
（
初
編
の
み
小
幡

篤
次
郎
と
の
共
著
、
洋
紙
両
面
活
版
刷
）。「
天
は

人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と

云
へ
り
」
の
一
節
は
有
名
。

江
戸
時
代
、
庶
民
の
子
弟
に
読
み
書
き
算
術
を

教
え
る
場
と
し
て
、
寺
子
屋
が
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た

プリンストン大学講師時代に授業を行った
プリンストン大学東アジア学部の外観

国
語
と
し
て
成
立
し
た
「
日
本
語
」、

花
開
い
た
「
日
本
近
代
文
学
」

三
村　

水
村
さ
ん
は
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
の
中
で
、
世
の
中
の
言

葉
を
、
日
常
語
で
あ
る
「
現
地
語
」、
中
世
の
ラ
テ
ン
語
や
近
代
の
英
語

の
よ
う
に
〝
書
き
言
葉
〞
と
し
て
人
類
の
叡
智
を
広
く
蓄
積
し
伝
え
る
た

め
の
「
普
遍
語
」、
そ
し
て
そ
の
翻
訳
を
通
し
て
現
地
語
が
普
遍
語
と
同

じ
レ
ベ
ル
で
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
国
語
」
の
３
つ
の
概
念
に
定
義

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
日
本
で
国
語
が
生
ま
れ
た
３
つ
の

条
件
を
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

水
村　

４
世
紀
に
「
普
遍
語
」
で
あ
る
漢
文
が
中
国
か
ら
伝
来
し
、
漢
文

圏
の
一
部
と
な
っ
た
日
本
で
は
、
漢
文
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
う
ち
に
、

漢
文
訓
読
や
万
葉
仮
名
、
カ
タ
カ
ナ
・
ひ
ら
が
な
を
生
み
、「
現
地
語
」

で
も
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
の
成
熟
期
を
経

て
、「
現
地
語
」
だ
っ
た
日
本
語
が
、
明
治
維
新
後
、「
普
遍
語
」
で
あ
る
西

山辺学校歴史民俗資料館所蔵慶應義塾図書館所蔵横浜開港資料館所蔵
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洋
語
の
翻
訳
を
通
じ
て
、学
問
さ
え
で
き
る
「
国
語
」
と
し
て
成
立
し
た
。

そ
の
お
か
げ
で
「
日
本
近
代
文
学
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
日
本
語
が
国
語

と
し
て
成
立
し
た
背
景
に
は
、
漢
文
圏
に
あ
り
な
が
ら
中
国
と
は
海
を

隔
て
、
日
本
の
現
地
語
が
〝
書
き
言
葉
〞
と
し
て
成
熟
で
き
た
こ
と
、
江

戸
時
代
に
資
本
主
義
が
発
達
し
、
藩
校
か
ら
寺
子
屋
ま
で
世
界
第
二
位

の
高
い
識
字
率
に
至
る
教
育
が
広
く
普
及
す
る
と
同
時
に
書
物
が
流
通

し
、「
印
刷
資
本
主
義
」
が
栄
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
西
欧
列
強
の
植

民
地
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
三
つ
の
条
件
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

三
村　

今
の
お
話
の
中
で
、
印
刷
資
本
主
義
の
よ
う
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ

カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
と
い
う
説
は
、
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ン
の
感
覚
と
し
て
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。
明
治
5
年
に
出
版
さ
れ
た

福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
す
め
』
は
最
終
的
に
３
０
０
万
部
売
れ
た
と
お

書
き
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
日
本
の
人
口
が
約
３
６
０
０
万

人
で
す
の
で
、
仮
に
１
２
０
０
万
世
帯
と
換
算
す
る
と
、
実
に
約
30
％

の
家
庭
が
あ
の
本
を
購
入
し
て
い
た
計
算
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
驚
き

で
す
ね
。

水
村　

当
時
の
識
字
率
を
考
え
る
と
、
読
め
る
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が

買
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
当
時
、
書
物
は
難
し
い
も
の
と
い

う
大
前
提
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
学
問
の
言
葉
で
あ
る
漢
語
で
は
な
く

誰
に
も
わ
か
る
和
語
（
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
）
で
書
か
れ
た
こ

と
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

三
村　

そ
う
し
て
日
本
で
国
語
が
生
ま
れ
て
定
着
し
、
国
語
で
書
か
れ

た
近
代
文
学
が
明
治
期
に
発
達
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ま

た
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
い
く

つ
か
の
貴
重
な
事
実
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
福
沢
諭
吉
が

西
洋
の
蓄
積
さ
れ
た
叡
智
を
求
め
て
高
価
な
物
理
書
を
塾
生
と
回
し
読

み
し
な
が
ら
、
寝
食
を
忘
れ
て
懸
命
に
学
ん
だ
オ
ラ
ン
ダ
語
が
横
浜
で

ま
っ
た
く
通
じ
ず
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
な
が
ら
も
当
時
普
遍
語
に
な

り
つ
つ
あ
っ
た
英
語
を
再
度
一
か
ら
勉
強
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
。
そ

の
努
力
は
す
ご
い
で
す
ね
。
日
本
を
近
代
国
家
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
強
烈
な
使
命
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

水
村　

そ
の
使
命
感
が
、
英
語
と
い
う
、
新
た
に
登
場
し
た
普
遍
語
に

蓄
積
さ
れ
た
知
識
や
技
術
や
叡
智
を
、
い
ち
早
く
翻
訳
す
る
こ
と
を
要

求
し
ま
し
た
。
彼
に
は
ま
だ
十
分
若
さ
が
あ
り
ま
し
た
し
。
私
自
身
、

戦
後
教
育
の
中
で
「
富
国
強
兵
」
は
悪
い
も
の
だ
と
教
え
ら
れ
て
育
ち
ま

し
た
が
、
日
本
語
に
つ
い
て
考
え
る
う
ち
に
、
日
本
が
富
国
強
兵
し
な

け
れ
ば
西
欧
列
強
の
植
民
地
と
な
っ
た
、
あ
る
い
は
分
割
さ
れ
た
こ
と

を
思
い
、
日
本
近
代
史
の
解
釈
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
福
沢
諭
吉
の

よ
う
な
「
叡
智
を
求
め
る
人
」
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
日
本
語
は
そ
の
言
葉

で
世
界
と
同
時
に
思
考
で
き
る
「
国
語
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
、
日
本
近
代

文
学
の
誕
生
と
成
熟
を
も
促
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

三
村　

夏
目
漱
石
も
こ
の
時
代
に
活
躍
し
ま
し
た
ね
。

水
村　

漱
石
は
お
雇
い
外
国
人
講
師
で
あ
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（
※

２
）
の
後
任
と
し
て
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
で
英
文
学
の
先
生
と
な
り
ま

し
た
。
当
時
の
日
本
の
大
学
は
、
ま
さ
に
翻
訳
者
養
成
所
と
し
て
、
西

洋
語
を
読
み
日
本
語
で
書
く
知
識
人
を
育
成
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の

後
、
漱
石
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
東
京
帝
大
出
身
者
が
、
西
洋
語

の
翻
訳
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
に
大
学
を
飛
び
出
し
、
在
野
で
書
く
小

説
家
と
な
り
、
近
代
文
学
の
数
々
の
名
作
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

三
村　

私
も
普
段
は
日
本
の
国
語
や
文
化
が
幸
運
に
も
成
立
し
た
と
い

う
感
覚
が
な
く
、
水
村
さ
ん
の
著
書
を
読
ん
で
初
め
て
知
り
ま
し
た
。

先
人
た
ち
が
苦
労
し
て
英
語
を
学
び
、
そ
の
中
で
日
本
語
が
国
語
と
し

て
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
忘
却
の
彼
方
で
す
ね
。

水
村　

国
民
国
家
成
立
後
の
国
語
と
は
、
あ
っ
て
当
た
り
前
の
も
の
に

見
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
と
に
日
本
は
国
境
争
い
で
な
ど
で
苦
労
を

し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
。昔
、国
語
の
授
業
で
読
ん
だ『
最
後
の
授
業
』（
※
３
）

は
、
ア
ル
ザ
ス
が
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
領
に
な
る
と
き
に
、
ア
メ
ル
先
生

が
「
フ
ラ
ン
ス
万
歳
！
」
と
最
後
に
言
い
、
そ
れ
か
ら
急
に
ド
イ
ツ
語
を

学
ば
さ
れ
る
話
。
国
民
国
家
と
切
り
離
せ
な
い
と
こ
ろ
に
国
語
は
存
在

し
、
そ
の
運
命
は
国
家
の
運
命
や
方
針
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
大
き
い
。

三
村　

日
本
で
も
例
え
ば
、
明
治
政
府
の
初
代
文
部
大
臣
と
な
っ
た
森

有
礼
を
含
め
て
、
近
年
ま
で
た
び
た
び
「
英
語
公
用
語
論
」
が
叫
ば
れ
る

な
ど
日
本
語
の
危
機
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
日
本
の
歴
史
の
中
で
、
こ

う
し
た
苦
労
が
あ
っ
て
今
我
々
の
使
っ
て
い
る
日
本
語
が
あ
る
こ
と
を

（
※
２
）１
８
５
０
年
ギ
リ
シ
ャ
生
ま
れ
、
新
聞

記
者
・
小
説
家
・
随
筆
家
・
日
本
研
究
家
。
帰

化
し
て
「
小
泉
八
雲
」
と
名
乗
る
。
著
書
に
『
骨

蓋
』『
怪
談
』
ほ
か
。

（
※
３
）
ド
ー
デ
の
短
編
小
説
集『
月
曜
物
語
』
の

一
編
。
普
仏
戦
争（
１
８
７
０
〜
７
１
年
）
で
フ

ラ
ン
ス
が
敗
れ
ア
ル
ザ
ス
が
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
領

に
。
ア
メ
ル
先
生
が「V

iva La France

（
フ
ラ

ン
ス
万
歳
）！
」
と
黒
板
に
書
い
て
、
フ
ラ
ン
ス

語
の
「
最
後
の
授
業
」
を
終
え
た
。

ド
ー
デ
著
『
最
後
の
授
業
』（
ポ
プ
ラ
社
）に
掲
載
の

挿
絵
よ
り

開
国
後
の
横
浜
。
海
外
諸
国
を
知
る
窓
口
と
な
っ
た
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も
っ
と
伝
え
た
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
。
そ
う
し
な
い
と
「
日
本
語
が
亡

び
る
」
と
言
っ
て
も
危
機
意
識
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

国
語
と
し
て
の
日
本
語
教
育
を
基
本
に

一
部
を
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
と
し
て
育
成

三
村　

一
方
で
「
英
語
の
世
紀
」
と
も
言
え
る
今
、
水
村
さ
ん
は
日
本
に

お
け
る
英
語
教
育
に
つ
い
て
、
現
代
の
普
遍
語
で
あ
る
英
語
を
国
語
に

す
る
、
国
民
全
員
を
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
（
二
重
言
語
者
）
に
す
る
、
一
部
の

国
民
を
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
選
択
肢
を
提
示
さ
れ
、

そ
の
中
で
、
一
部
の
国
民
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
を
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す

ね
。

水
村　

国
民
総
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
論
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で

経
済
の
世
界
で
は
、
流
暢
で
な
い
英
語
で
も
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
が
、
問
題
は
国
際
政
治
や
外
交
の
世
界
。
過
去
の
戦
争
も
日

本
の
言
語
的
な
孤
立
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

語
を
母
語
と
す
る
人
間
が
、
世
界
に
向
か
っ
て
意
味
あ
る
発
言
を
英
語

で
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。
少
数
精
鋭

し
か
な
い
と
思
う
の
で
す
。
英
語
教
育
に
格
差
を
つ
け
る
こ
と
が
子
ど

も
た
ち
に
劣
等
感
を
与
え
る
な
ど
と
い
う
心
配
は
、
平
等
と
い
う
観
念

に
固
執
し
す
ぎ
る
か
ら
で
す
。
す
べ
て
の
人
が
劣
等
感
を
持
た
ず
に
す

む
平
等
社
会
を
実
現
し
よ
う
な
ど
と
す
る
こ
と
自
体
危
険
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
も
そ
も
劣
等
感
を
持
つ
こ
と
は
そ
ん
な
に
悪
い
こ
と
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
し
。
重
要
な
の
は
英
語
に
堪
能
な
少
数
の
人
と
そ
う
で

は
な
い
人
と
の
間
に
、
経
済
的
、
知
的
な
差
が
大
き
く
開
か
な
い
こ
と

で
す
。
所
得
の
再
分
配
と
翻
訳
文
化
の
充
実
で
そ
れ
は
保
た
れ
る
と
思

い
ま
す
。

三
村　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
な
ど
で
英
語
が
全
世
界
に
流
通
す
る

普
遍
語
に
な
る
の
は
仕
方
が
な
い
こ
と
で
す
。
私
自
身
、
１
対
１
で
会

話
す
る
英
語
で
は
あ
ま
り
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
複
数
メ
ン
バ
ー
に

よ
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
難
し
い
で
す
ね
。
自
分
の
能
力
を
１
０
０
と
す
る

と
、
英
語
で
考
え
て
話
す
と
き
に
発
揮
で
き
る
の
は
50
〜
60
程
度
。
そ

ん
な
と
き
は
、
な
ぜ
日
本
が
英
語
を
国
語
に
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か

と
も
思
い
ま
す
。
日
本
で
総
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
を
目
指
す
教
育
は
難
し

い
の
で
し
ょ
う
か
。

水
村　

す
で
に
成
熟
し
た
国
語
を
持
つ
上
に
、
母
語
集
団
が
大
き
い
日

本
で
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
西
洋
語
で
は
な
い
日
本
語
と
英

語
と
の
距
離
も
大
き
す
ぎ
ま
す
。
総
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
を
目
指
し
て
、

道
を
聞
か
れ
て
答
え
る
程
度
の
英
語
が
で
き
る
人
が
大
勢
い
て
も
意
味

が
あ
り
ま
せ
ん
。
政
治
家
や
官
僚
、
弁
護
士
な
ど
一
部
の
人
た
ち
が
、

英
語
で
世
界
各
国
と
丁
々
発
止
や
り
と
り
が
で
き
る
よ
う
教
育
す
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
方
で
、
成
熟
し
た
国
語
を
持
つ
国
と
し

て
、
ま
ず
は
き
ち
ん
と
日
本
語
を
教
育
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
国

語
教
育
は
国
語
の
創
設
期
に
戻
る
の
を
基
本
と
す
べ
き
で
す
。
例
え
ば

イ
ギ
リ
ス
な
ら
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
戻
る
。
国
の
教
育
方
針
だ
け
で
な

く
、
篤
志
家
が
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
の
席
を
買
い
上
げ
、
恵
ま
れ
な
い

子
ど
も
た
ち
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
中
学
三
年
で
は
国
語
の
授
業
時
間
は
英
語
よ
り
少
な
い
（
英

語
４
時
間
、
国
語
３
時
間
）。
西
洋
語
圏
で
は
ふ
つ
う
、
国
語
教
育
に
５
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16
〜
17
世
紀
以
降
、
数
多
く
の
国
や
地
域
が
イ
ギ

リ
ス
の
植
民
地
・
海
外
領
土
と
な
り
、
国
語
と
し

て
英
語
を
採
用
し
た
。
右
図
は
、
過
去
イ
ギ
リ
ス

の
植
民
地
・
海
外
領
土
だ
っ
た
国
・
地
域
を
示
す



時
間
を
割
い
て
い
ま
す
。
日
本
語
の
教
育
が
疎
か
に
な
っ
て
確
か
な
日

本
語
の
読
み
手
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
自
国
の
文
化
や
文
学

の
伝
統
を
理
解
で
き
な
い
人
が
増
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本

で
も
、
漱
石
や
一
葉
の
時
代
の
作
品
を
子
ど
も
の
頃
か
ら
意
識
的
に
読

む
訓
練
を
通
じ
、
国
語
の
古
典
と
し
て
の
近
代
文
学
を
受
け
継
い
で
い

く
の
を
当
然
の
教
育
理
念
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
全
体
で
危
機
意
識
を
共
有
し

将
来
を
見
据
え
た
取
り
組
み
を

三
村　

日
本
語
の
危
機
と
同
様
に
、
私
は
今
の
日
本
に
お
け
る
危
機
意

識
の
希
薄
さ
を
痛
切
に
感
じ
て
い
ま
す
。
高
率
な
法
人
税
や
派
遣
労
働
の

問
題
、
突
出
し
た
Ｃ
Ｏ
²
削
減
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
さ
ら
に
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ 

（
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
）へ
の
対
応
な
ど
、
い
わ
ば
製
造
業
は

海
外
に
出
て
行
け
と
い
う
政
策
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
全
体
と
し
て

見
た
と
き
今
後
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
危
機
感
が
非
常
に
大
き
い
。

現
在
当
社
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
海
外
で
仕
事

を
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
進
め
て
お
り
、
そ
れ
自
体
は
合
理
的
な
方
向

だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
一
方
で
、
当
社
に
限
ら
ず
多
く
の
経
営
者
は
、

国
内
の
雇
用
や
地
域
と
の
関
係
な
ど
、
企
業
を
超
え
て
日
本
ト
ー
タ
ル

で
考
え
た
と
き
に
た
め
ら
い
を
感
じ
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
日
本
に

海
外
企
業
が
進
出
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
国
の
製
造
業
に
と
っ
て
す
ら
、

生
産
拠
点
を
持
つ
国
と
し
て
の
魅
力
が
急
速
に
薄
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う

危
機
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
す
。

水
村　

ア
メ
リ
カ
の
企
業
は
「w

inner

－take

－all

」
と
い
う
感
じ
で
、

レ
イ
オ
フ
（
解
雇
）
を
含
め
て
確
信
犯
的
に
合
理
化
を
図
り
ま
す
。
従
業

員
が
気
の
毒
で
す
。
従
業
員
を
大
切
に
す
る
日
本
企
業
は
、
そ
う
は
し

た
く
な
い
。
で
も
そ
の
方
向
に
動
か
ざ
る
を
得
な
い
現
実
が
あ
る
。
新

日
鉄
は
１
９
８
５
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
の
と
き
、
人
員
削
減
は
行
わ
れ
た

の
で
す
か
。

三
村　

生
産
量
が
落
ち
設
備
を
大
幅
に
止
め
れ
ば
、
当
然
人
員
を
削
減

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
際
、別
の
職
場（
グ
ル
ー
プ
企
業
な
ど
）

へ
の
異
動
や
新
規
事
業
の
創
出
で
人
員
を
吸
収
し
、
レ
イ
オ
フ
は
一
切

や
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
職
場
創
出
の
た
め
の
新
規
事
業
は
ほ

と
ん
ど
失
敗
し
ま
し
た
。
結
局
多
く
の
お
金
を
使
い
ま
し
た
が
、
そ
の

善
し
悪
し
は
企
業
哲
学
の
問
題
で
す
。
少
な
く
と
も
社
員
に
対
し
て
は

残
る
人
も
出
向
す
る
人
も
大
切
に
し
て
、
社
内
か
ら
の
反
論
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
企
業
存
立
の
最
も

重
要
な
目
的
の
一
つ
は
、
従
業
員
の
生
活
を
守
り
向
上
さ
せ
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。

水
村　

２
０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
も
、
ア
メ
リ
カ
や
イ

ギ
リ
ス
と
違
っ
て
、
ド
イ
ツ
と
日
本
で
は
レ
イ
オ
フ
が
少
な
い
よ
う
で

す
ね
。

三
村　

た
だ
し
、
そ
の
実
態
の
多
く
は
社
内
失
業
で
す
。
内
閣
府
の
試

算
で
は
６
０
０
万
人
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
社
内
失
業
が
６
０
０
万

人
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
失
業
率
も
実
質
的
に
ア
メ
リ
カ
と
同

等
の
10
％
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
新
規
採
用
を
大
幅
に

減
ら
し
た
た
め
若
者
が
学
校
を
卒
業
し
て
も
職
が
な
い
と
い
う
弊
害
も

生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
が
数
多
く
初
演
さ
れ
た

グ
ロ
ー
ブ
座（
左
）。
写
真（
右
）は
イ
ギ
リ
ス
王
立

植
物
園
内
の
屋
外
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
場

昨
年
10
月
横
浜
で
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ（
ア
ジ
ア

太
平
洋
経
済
協
力
）
会
議
で
の
各
国
首
脳
。
貿
易

自
由
化
を
目
指
す
Ｔ
Ｐ
Ｐ
が
提
起
さ
れ
、
現
在
日

本
国
内
で
参
加
の
是
非
が
議
論
さ
れ
て
い
る

写真：AP/アフロ ⒸTRAVELPIX / SEBUN　PHOTO /amanaimages
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日本
1.3

カナダ
1.6

米国
2.1

ブラジル
1.9

ロシア
1.4

スウェーデン
1.9

英国
1.8

フランス
1.9 イタリア

1.4

ドイツ
1.3

インド
2.7

韓国
1.2

中国
1.8

シンガポール
1.3

水
村　

従
業
員
や
地
域
を
大
切
に
す
る
日
本
的
経
営
は
良
い
も
の
だ
と

思
い
ま
す
が
、
ト
ッ
プ
が
苦
労
し
て
雇
用
を
守
ろ
う
と
し
て
も
社
員
に

そ
の
思
い
が
伝
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
危
機
感
を
持
た
な
い
ま
ま
の
人
間

を
温
存
し
て
し
ま
う
弊
害
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

三
村　

そ
こ
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
雇
用
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
聖
域

な
き
合
理
化
が
必
要
な
ほ
ど
大
変
な
状
況
に
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
危

機
感
を
、
経
営
者
だ
け
で
な
く
、
社
員
や
地
域
、
産
業
界
な
ど
を
含
め

た
全
国
民
が
共
有
す
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

ま
た
少
し
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
私
は
産
業
界
の
人
間
と
し
て
、
日

本
が
強
み
と
す
る
「
も
の
づ
く
り
立
国
」
の
足
腰
を
強
化
し
て
い
く
上

で
、
現
在
進
ん
で
い
る
少
子
化
に
大
き
な
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。

少
子
化
対
策
は
最
も
効
果
的
な
成
長
戦
略
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

水
村　

先
進
国
の
出
生
率
の
低
下
は
大
き
な
問
題
で
、
な
か
で
も
最
も
早

く
高
齢
社
会
を
迎
え
る
日
本
に
と
っ
て
は
最
も
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま

す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
国
や
地
域
が
約
20
年
に
わ
た
り

日
本
の
４
〜
５
倍
の
財
政
を
支
出
し〝
子
ど
も
２
人
以
上
〞を
奨
励
す
る
手

厚
い
少
子
化
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
手
当
支
給
に
加
え
て
、
子
ど

も
が
３
歳
に
な
る
ま
で
の
休
職
や
復
職
後
の
地
位
も
保
証
し
て
い
ま
す
。

ま
た
少
子
化
対
策
と
関
連
す
る
女
性
の
就
労
問
題
で
も
、
女
性
の
政
治
や

経
済
界
へ
の
進
出
を
後
押
し
す
る
施
策
と
し
て
、
比
例
代
表
選
挙
で
議
員

候
補
の
約
５
割
を
女
性
と
す
る
こ
と
や
一
部
上
場
企
業
で
一
定
割
合
以
上

の
役
員
を
女
性
に
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
早
急
に

そ
う
し
た
国
の
将
来
を
見
据
え
た
施
策
を
検
討
せ
ね
ば
と
思
い
ま
す
。

幅
広
い
視
野
か
ら
現
状
を
捉
え

な
す
べ
き
こ
と
を
実
行
す
る
２
０
１
１
年
に

三
村　

今
後
、
危
機
意
識
を
高
め
る
意
味
で
も
、
日
本
人
は
外
国
に
ど

ん
ど
ん
出
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

水
村　

今
日
本
人
は
外
国
の
翻
訳
文
学
も
あ
ま
り
読
ま
な
く
な
り
、
外

国
に
も
出
た
が
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
明
治
初
期
に
は 

〝
維
新

※数字はすべて2008年時点 参考資料：Unicef『世界子供白書2010』
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世
界
主
要
国
の
出
生
率

フ
ラ
ン
ス
で
は
少
子
化
対
策
の
効
果
も
あ
り
、
高

い
出
生
率
が
維
持
さ
れ
て
い
る



の
志
士
〞
を
中
心
に
、
皆
が
海
外
へ
出
た
が
っ
た
。
当
時
は
国
に
も
個

人
に
も
危
機
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
今
の
日
本
は
夢
は
な
く
と
も
ラ
ク

チ
ン
な
の
で
、
出
た
く
な
い
の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
本
来
は
危
機
意
識

を
持
つ
べ
き
状
況
で
す
。
２
０
０
７
年
の
イ
エ
ー
ル
大
学
入
学
願
書
提

出
者
は
日
本
人
が
21
人
。一
方
で
、
韓
国
人
は
２
０
０
０
人
。
中
国
は

さ
ら
に
多
い
。
自
主
性
に
任
せ
て
い
た
ら
だ
め
で
、
若
者
が
海
外
に
出

や
す
い
仕
組
み
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

三
村　

現
在
当
社
で
も
、
海
外
駐
在
、
海
外
留
学
、
海
外
合
弁
事
業
へ

の
派
遣
な
ど
を
通
し
て
従
業
員
の
15
％
が
海
外
経
験
を
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
海
外
を
見
た
目
で
日
本
の
現
状
を
正
確
に
捉
え
て
考
え
る
こ
と

が
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

水
村　

15
％
は
悪
い
数
字
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
企
業
に
入
る

と
き
に
は
す
で
に
22
歳
。
少
数
精
鋭
の
人
材
の
育
成
に
は
、
そ
の
前
の
段

階
か
ら
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
特
に
言
葉
は
運
動
神
経
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
、
あ
る
程
度
若
い
う
ち
か
ら
学
ぶ
の
が
重
要
で
す
。

三
村　

先
日
、
国
際
会
議
で
「
日
本
人
は
教
育
レ
ベ
ル
が
高
く
従
業
員

は
真
面
目
で
一
生
懸
命
働
く
し
、
技
術
レ
ベ
ル
も
高
い
。
し
か
も
背
後

に
は
成
長
す
る
ア
ジ
ア
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
国
と
し
て
元
気
が
な
い
の

か
」
と
聞
か
れ
て
答
え
に
窮
し
ま
し
た
。
ま
た
ど
こ
の
国
も
「
国
益
」
を

考
え
て
発
言
し
行
動
し
て
い
る
中
で
、
日
本
は
「
世
界
平
和
や
世
界
の

環
境
対
策
の
た
め
に
」
と
は
言
う
も
の
の
、「
日
本
の
利
益
を
代
表
し
て
」

と
い
っ
た
言
葉
は
な
か
な
か
出
て
き
ま
せ
ん
。

水
村　

日
本
で
は
戦
後
知
識
人
の
間
で
「
国
家
」
を
語
る
こ
と
が
タ
ブ
ー

で
し
た
。
今
は
「
国
家
」
に
関
し
て
思
考
す
る
若
い
世
代
が
出
て
き
て
い

ま
す
が
、
思
考
を
停
止
し
た
ま
ま
こ
れ
ま
で
60
年
間
や
っ
て
き
た
。
い

ま
だ
に
文
学
の
世
界
で
は「
国
家
」や「
国
語
」は
悪
玉
で
す
。国
家
が「
国

益
」
を
考
え
な
い
で
誰
が
考
え
て
く
れ
る
の
か
。
日
本
は
「
国
益
」
が
必

ず
し
も
他
の
国
の
迷
惑
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
方

向
に
い
っ
て
く
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
企
業
も
「
国
益
」
を
射
程

に
入
れ
て
行
動
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

三
村　

国
益
に
叶
わ
な
い
こ
と
を
や
る
と
長
期
的
に
は
し
っ
ぺ
返
し
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
特
に
当
社
の
よ
う
な
企
業
で
は
、
国
が

発
展
す
る
と
企
業
も
発
展
し
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
大
使
が
自
分
の
こ
と

だ
け
を
闇
雲
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
周
辺
に
与
え
る
影
響
を
考
え

た
上
で
主
張
す
べ
き
国
益
の
こ
と
を
「
開
か
れ
た
国
益
（enlightened 

interest

）」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
が
あ
ま
り
に
国
益
を
主
張
し

な
い
の
は
歯
が
ゆ
い
で
す
ね
。

水
村　

こ
と
に
文
学
者
は
、
市
場
が
あ
る
か
ら
小
説
が
流
通
し
、
安
定

し
た
国
家
が
あ
る
か
ら
市
場
が
あ
る
と
い
っ
た
背
景
を
あ
ま
り
考
え

ま
せ
ん
。
文
学
者
が
食
べ
て
い
け
る
の
は
、
稼
い
で
く
れ
る
企
業
が
あ

り
、
日
本
が
豊
か
だ
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
は
義
務
教
育
の
徹
底
や
言
論

の
自
由
が
国
家
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
た
ち
は
す

ご
く
恵
ま
れ
た
状
況
で
書
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

三
村　

ま
た
今
後
海
外
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
自

分
た
ち
の
言
葉
や
文
化
を
大
切
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

水
村　

国
際
的
に
活
躍
す
る
人
に
は
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ（
一
般
教
養
）

を
き
ち
ん
と
身
に
付
け
た
人
が
多
い
で
す
ね
。
ま
ず
は
自
国
の
文
化
や

歴
史
を
き
ち
ん
と
理
解
し
、
誇
り
を
持
っ
て
そ
れ
を
海
外
で
発
信
す
る

人
が
や
は
り
信
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
も
、
今
後
海
外
ビ
ジ
ネ

ス
の
最
前
線
で
活
躍
さ
れ
る
方
に
は
、
日
本
語
を
読
み
継
ぎ
日
本
文
化

を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、
世
界

的
な
一
般
教
養
を
身
に
つ
け
る
た
め
、
世
界
の
人
が
古
典
と
認
識
し
て

い
る
よ
う
な
書
籍
を
、
日
本
に
せ
っ
か
く
あ
る
翻
訳
文
化
を
利
用
し
、

で
き
る
だ
け
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

三
村　

現
在
世
界
は
大
き
く
変
化
し
て
、
日
本
の
存
立
基
盤
を
揺
る

が
す
構
造
的
変
化
が
起
き
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
今
後
日
本
が
い

か
に
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
私
自
身
今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な

い
危
機
感
を
抱
い
て
い
ま
す
。
日
本
は
小
さ
な
幸
せ
に
満
足
す
る
余

裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幅
広
い
視
野
か
ら
危
機
意
識
を
共
有
し
て
日
本

が
な
す
べ
き
こ
と
を
真
剣
に
議
論
し
、
早
急
に
実
行
す
る
。
そ
ん
な

２
０
１
１
年
に
し
た
い
で
す
ね
。
本
日
は
貴
重
な
お
話
を
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
こ
の
対
談
は
、
２
０
１
０
年
11
月
8
日
、
当
社
南
平
台
公
邸
で
行
わ
れ
ま
し
た
）
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昨
年
『
文
藝
春
秋
』に
掲
載
さ
れ
た
当
社
の
広
告
。

日
本
・
ア
ジ
ア
・
環
大
西
洋
圏
の
世
界
３
極
グ
ロ
ー

バ
ル
体
制
を
目
指
す

今
後
の
海
外
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
躍
に
向
け
て
、

英
語
研
修
に
取
り
組
む
新
日
鉄
社
員
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