
 

歌
は
世
に
つ
れ
！ 

 
 

満
留 

紀
弘
（
１
組
） 

 

何
の
因
果
か
音
楽
業
界
に
身
を
沈
め
て
半
世
紀
余
り
、
相
変
わ
ら
ず
雑
用
に
追
わ
れ
て
の
毎
日

で
す
。
昭
和
三
十
七
年
、
縁
あ
っ
て
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
（
昭
和
六
年
創
業
）
に
入
社
、
西
も
東
も

分
か
ら
な
い
青
二
才
が
業
界
の
片
隅
に
身
を
置
き
以
来
、
制
作
、
宣
伝
一

筋
、
悔
い
の
な
い
充
実
し
た
人
生
の
前
半
期
で
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
後
半
期
に
向
か
っ
て
、
さ
て
？
ど
ん
な
人
生
設
計
を
描
け
ば

い
い
の
か
！
音
楽
（
歌
）
の
強
力
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
今
改
め
て
思
い
知
ら

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

東
日
本
大
震
災
か
ら
や
が
て
三
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
復
興
は
仲
々
思
う
に

ま
か
せ
ず
、
大
き
な
ご
苦
労
を
強
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
人
々
に
励
ま
し
の
方
法
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
音
楽
（
歌
）
に
よ
る
支
援
等
は
そ
の

た
る
も

の
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

ニ
ュ
ー
ス
等
で
も
ご
存
じ
の
通
り
、
被
災
地
で
の
各
種
コ
ン
サ
ー

ト
を
目
に
す
る
と
き
、
歌
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

小
生
も
昨
年
七
月
末
、
宮
城
県
南
三
陸
町
に
出
か
け
ま
し
た
。
あ

の
日
、
町
の
防
災
セ
ン
タ
ー
か
ら

後
ま
で
避
難
を
呼
び
か
け
、
御

本
人
は
津
波
に
流
さ
れ
た
と
い
う
あ
の
町
で
す
。 

 

住
民
の
皆
様
は
高
台
の
仮
設
住
宅
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
ま

す
が
町
は
全
く
手
つ
か
ず
の
状
態
で
し
た
。
こ
ん
な
時
こ
そ
歌
の
底

力
を
見
せ
つ
け
、
精
神
的
な
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
だ
な
と
痛
感
し
ま
し
た
。 

 

音
楽
に
も
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
に
歌
謡
曲
（
演
歌
）
が
あ
り
ま
す
。

特
に
今
、
昭
和
歌
謡
に
熱
い
視
線
が
注
が
れ
て
い
ま
す
。
激
動
の
昭
和
を
生
き
抜
き
、
日
本
の
底

力
と
な
っ
た
多
く
の
人
々
が
歌
に
励
ま
さ
れ
歌
と
と
も
に
泣
き
、
笑
い
、
ど
れ
だ
け
勇
気
を
貰
っ 

た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

そ
ん
な
時
代
の
歌
つ
く
り
の
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
に
身
を
置
い
た
こ
と
も
、
そ
れ
な
り
に
と
て
も
幸 

せ
で
し
た
。 

“
無
か
ら
有
を
作
り
出
す
”
生
み
の
苦
し
み
も
今
と
な
っ
て
は
い
い
思
い
出
で
す
。
こ
れ
か
ら

は
昭
和
歌
謡
を
高
ら
か
に
歌
い
・
愛
し
・
マ
イ
ペ
ー
ス
で
・
・
・
・
・
・ 

 

世
は
歌
に
つ
れ
！ 

 
 
 

 

満
留 

和
子
（
４
組
） 

 

年
を
重
ね
る
ご
と
に
文
字
離
れ
、
人
離
れ
が
続
き
、
身
辺
の
整
理
が
頭
い
っ
ぱ
い
、
そ
の
よ
う

な
日
常
で
迎
え
た
午
年
の
賀
状
の
中
に
、
同
級
生
の
Ｈ
さ
ん
と
Ｏ
さ
ん
よ
り
八
期
会
便
り
の
原
稿

依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
過
ぎ
し
人
生
の
想
い
出
を
振
り
返
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思

い
切
っ
て
ペ
ン
を
持
ち
ま
し
た
。 

 

レ
コ
ー
ド
会
社
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
と
思
っ
て
い
た
我
が
相

棒
は
、
退
職
す
る
こ
ろ
は
す
っ
か
り
芸
能
界
で
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

す
る
人
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

中
学
、
高
校
時
代
に
よ
く
耳
に
し
、
口
に
し
た
三
橋
美
智
也

さ
ん
の
「
古
城
」
春
日
八
郎
さ
ん
の
「
別
れ
の
一
本
杉
」
続
い

て
二
葉
百
合
子
さ
ん
の
「
岸
壁
の
母
」
、
詩
吟
の
全
国
会
長
、

踊
り
の
家
元
さ
ん
達
の
お
世
話
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
が
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
き
た
の

は
私
が
六
十
五
歳
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
で
し
た
。 

 

朝
は
キ
チ
ン
と
八
時
三
十
分
に
出
勤
し
て
も
夜
は
い
つ
帰
宅
す
る

か
不
明
、
土
・
日
曜
は
ほ
と
ん
ど
家
に
い
な
い
。
退
職
し
た
ら
家
に
居

て
く
れ
る
も
の
と
、
そ
れ
ば
か
り
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
私
を
見
事
に

裏
切
っ
て
、
今
も
あ
ち
ら
へ
こ
ち
ら
へ
と
出
か
け
て
行
き
ま
す
。 

  

会
社
勤
め
の
過
去
が
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
き
た
頃
、
一
番
び
っ
く
り

し
た
こ
と
は
三
橋
さ
ん
、
春
日
さ
ん
の
フ
ァ
ン
は
熱
狂
的
で
「
み
ち
や

会
」
会
長
の
も
と
（
会
員
三
百
人
程
）
全
国
組
織
と
な
っ
て
お
り
、
年  



 
に
一
度
の
カ
ラ
オ
ケ
大
会
、
大
会
に
は
遠
く
広
島
、
青
森
か
ら
出
演
、
昨
年
は
熊
本
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
知
っ
た
と
い
う
石
垣
島
か
ら
も
参
加
さ
れ
、
私
共
も
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
。
貸
切
バ

ス
で
一
泊
旅
行
に
出
か
け
る
時
は
、
三
橋
美
智
也
の
歌
ば
か
り
が
我
こ
そ
は
と
次
々
流
れ
る
の
に

は
び
っ
く
り
で
す
。 

近
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
等
、
そ
の
制
作
に
携
わ
っ
た
人
や
物
、
す
べ
て
の
名
前
が
記
録

さ
れ
ま
す
が
、
昭
和
四
十
年
代
は
そ
の
よ
う
な
習
慣
が
な
く
「
岸
壁

の
母
」
な
ど
は
時
の
幸
運
と
若
さ
が
手
伝
っ
て
相
当
精
力
を
尽
く
し

た
よ
う
だ
が
、
名
前
も
足
跡
も
残
ら
ず
影
武
者
で
あ
っ
た
の
が
少
し

残
念
で
す
。 

  

今
は
カ
ラ
オ
ケ
の
審
査
と
歌
手
希
望
者
の
依
頼
を
受
け
、
郷
里
と

東
京
を
年
に
五
～
六
回
往
復
し
て
い
ま
す
。 

仕
事
柄
で
し
ょ
う
が
、
歌
う
人
ば
か
り
で
な
く
作
詞
者
、
作
曲
者
、
何
年
ご
ろ
に
歌
わ
れ
た
曲

か
が
す
べ
て
一
致
し
て
頭
の
中
に
あ
る
こ
と
に
感
心
し
な
が
ら
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を

し
て
い
る
私
で
す
。 

 

正
月
二
日
、
午
の
置
物
を
磨
い
て
い
た
ら
「
め
ん
こ
い
仔
馬
」
の
メ
ロ
デ
ィ
が
浮
か
ん
で
き
ま

し
た
。 “

濡
れ
た
仔
馬
の
た
て
が
み
を 

な
で
り
ゃ
両
手
に
朝
の
露 

 
 

 

呼
べ
ば
こ
た
え
て
め
ん
こ
い
の 

 

 
 

 

オ
ー
ラ
駆
け
て
い
く
か
よ
丘
の
道 

 
 

 

ハ
イ
ド
― 

ハ
イ
ド
―
丘
の
道
“ 

八
期
会
の
皆
々
様
、
こ
れ
か
ら
は
健
康
第
一
、
喜
寿
の
お
山
目
指
し
て
ハ
イ
ド
ー 

ハ
イ
ド
ー

と
行
き
ま
し
ょ
う
。 

 

雑 

感 
 

 
 

 
 

 
 

満
留 

紀
弘 

 

高
校
を
卒
業
し
て
五
十
年
と
は
、
月
日
の
流
れ
の
早
さ
に
驚
く
ば
か
り
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

私
事
に
な
り
ま
す
が
、
故
郷
鹿
児
島
を
後
に
し
て
半
世
紀
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
の
間
の
世
の
中
の
変
革
は
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
物
凄
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も

故
郷
の
自
然
は
ほ
ぼ
変
わ
り
な
く
、
私
達
を
受
け
入
れ
て
く
れ
ま
す
。
特
に
鹿
児
島
の
シ
ン
ボ
ル

『
桜
島
』
は
、
今
で
も
貫
禄
十
分
で
す
。
か
つ
て
十
八
年
間
、
毎
日
眺
め
て
い
た
桜
島
で
す
が
、

上
京
後
は
帰
省
す
る
度
に
挨
拶
し
、
励
ま
さ
れ
、
慰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

何
か
と
喧
騒
な
社
会
の
動
き
の
中
で
、
人
間
と
自
然
の
共
存
が
叫
ば
れ
、
地
球
温
暖
化
が
重
要 

な
テ
ー
マ
と
な
る
一
方
「
昭
和
と
い
う
時
代
」
が
懐
か
し
く
又
、
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
我
々
が
一
生
懸
命
生
き
て
、
築
い
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
中
で
あ
ら
ゆ
る
現
象
が
生
き
生
き
と
躍
動
し
、
生
活
の
潤
い
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
中
で
も

「
音
楽
」
の
占
め
る
割
合
は
大
き
い
も
の
で
し
た
。
そ
ん
な
音
楽
業
界
の
片
隅
に
身
を
置
い
た
小

生
に
と
り
ま
し
て
も
、
い
い
勉
強
と
な
り
ま
し
た
。 

地
球
上
に
は
人
間
と
い
う
ち
っ
ぽ
け
な
生
き
物
、
六
十
六
億
千
五
百
九
十
余
万
人
が
生
き
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
限
り
あ
る
資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う
活
用
し
、
平
和
で
明
る
い
未
来
を
い
か

に
構
築
し
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 2009 年 第 15 号 
 有馬 博文（４組） 
 
 １２月２４日、名残を惜しみながら皆に見送られて、ダッカ空港から

帰国の途についた。日本への直行便がないため、乗り継ぎで中国の「昆

明」に一泊予定だったが、便が一時間遅れて、着いたのが夕方５、６時

を過ぎていた。両替店も銀行も閉店しており、持っている中国の現金は、

２５元（予約のホテル迄のタクシー料金は２０元ほど）。 

タクシー乗り場のどの運転手も日本人と見てか、３０元、４０元、６

０元、１００元と言い、７、８人と交渉したが乗せて貰えず、沢山の荷

物を持って空港で野宿か？と、途方に暮れた。 

困っていると、様子を見ていたタクシー待ちの一人の若い女性が英語

で話しかけてきてくれて、事情を話すと快く２０元を差し出してくれ

た。まさに天の助け、女神に思えた。３０元で無事ホテルに着くことが

出来た。 

ところが、ホテルに着いて予約確認までは良かったが、宿泊代は「元」

で支払うよう言われて、１万円札、１００ドル札、クレジットカードで

なんとかならないか交渉すること１時間。フロントの女性も上司に頼ん

でみてくれたが、ＯＫにならない。夕食もしたいが、ホテルのレストラ

ンは閉まってしまうし「元」の持ち合わせもない。またまた困っている

と、状況を見ていたラウンジのウェイターが閉店して後片付けをしてい

るレストランへ連れて行ってくれて、シェフに食事を特別に作って貰う

よう頼んだ上に、食事代として２０元を差し出してくれた。おかげで、

シェフ達に囲まれながらの特別に美味しい温かい食事が出来た。 

その後、フロントの女性には個人的に米ドルと元を交換して貰い、ホ

テル代も無事に精算出来た。「クリスマスイヴに」と大きなリンゴも頂

いた。バングラデシュ滞在中の様々な体験に加え、この日、何人もの優

しい親切な中国人に会えて、異国で人の心に触れ、忘れられない嬉しい

旅となった。 

八期通信アーカイブス


