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そ
れ
は
も
う
遠
い
昔
。
半
世
紀
に
も
な
る
以
前
の
こ
と
で
す
。

部
厚
い
緞
帳
の
彼
方
に
懐
徳
と
い
う
心
の
糧
が
あ
っ
た
の
で
す
。

「
君
子
は
徳
を
懐
ふ
」
里
仁
篇
の
こ
の
語
句
は
父
か
ら
私
に
し
っ

か
り
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
い
つ
も
父

が
い
た
の
で
す
。
「
懐
徳
堂
は
大
阪
の
民
衆
の
大
学
で
す
」
松
山

先
生
の
こ
の
言
葉
に
、
大
阪
人
と
し
て
の
誇
り
を
も
っ
て
い
た
私

で
し
た
。
父
は
私
よ
り
も
は
る
か
に
篤
学
で
、
誠
に
立
派
な
す
ば

お

お

だ

な

あ

る

じ

ら
し
い
父
で
し
た
。
大
阪
商
家
の
大
店
の
主
人
で
あ
っ
た
父
は
、

忙
し
い
中
に
も
よ
く
堂
へ
通
い
、
学
ん
で
い
た
よ
う
で
し
た
。
そ

の
堂
舎
は
大
阪
の
旧
町
奉
行
所
跡
と
い
わ
れ
た
一
角
に
狐
然
と
し

て
建
っ
て
い
ま
し
た
。
夏
が
来
る
と
そ
の
東
横
堀
川
に
蝙
蝠
が
と

び
交
い
、
冬
は
「
か
き
舟
」
が
繋
が
れ
て
い
ま
し
た
。
日
が
落
ち

舟
に
あ
か
り
が
入
り
、
紙
障
子
を
と
お
し
て
灯
が
川
面
に
揺
ら
い

で
い
た
の
で
す
。
川
端
す
じ
に
大
き
な
柳
が
一
株
あ
っ
て
、

思

し‘

思
い
出
す
ま
ま

出

す

ま

ま

股

の
そ
れ
は
洵
に
美
事
な
木
で
あ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

表
に
石
垣
が
あ
り
、
正
面
に
立
派
な
黒
い
木
の
門
の
構
え
、
内

に
向
っ
て
右
側
に
大
き
な
表
札
が
堂
々
と
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
建
物
を
入
っ
て
す
ぐ
廊
下
、
左
右
両
側
に
小
講
堂
、
続

い
て
そ
の
奥
が
諧
堂
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
小
学
校
と
同
じ
様

な
木
の
机
と
椅
子
、
冬
に
は
珍
ら
し
く
、
ス
ト
ー
ヴ
も
焚
か
れ
ま

た＜

し
た
。
玄
関
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
木
析
、
そ
れ
は
開
講
の
時
を
報

ら
せ
る
も
の
で
し
た
。
撃
析
の
音
が
木
の
床
に
響
き
堂
に
紺
し
た

も
の
で
す
。
後
年
の
一
時
期
、
当
時
お
豆
胴
屋
さ
ん
が
用
い
た

「
鈴
」
を
嗚
ら
し
た
事
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
当
時
の
聴
講
生
は

前
列
よ
り
先
輩
・
高
年
齢
の
方
よ
り
順
次
席
に
つ
き
、
若
い
私
は

い
つ
も
後
の
方
に
小
さ
く
坐
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
先
頃
ま
で

諧
座
の
聴
諧
生
は
こ
の
様
な
形
で
席
を
取
る
と
い
う
不
文
律
が
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
今
の
よ
う
に
拍
手
も
な
く
、
誠
に
静
粛
な
諧
義

澤

美
―
―
六

枝



思
い
出
す
ま
ま

で
し
た
。

昭
和
三
年
頃
、
月
曜
の
定
日
講
義
、
財
津
先
生
が
「
左
伝
」
を

講
じ
ら
れ
ま
し
た
。
な
か
な
か
難
か
し
く
理
解
出
来
ず
苦
し
ん
だ

も
の
で
す
。

土
曜
日
「
神
皇
正
統
記
」
を
ノ
ー
ト
し
ま
し
た
或
る
日
「
若
い

の
に
判
り
ま
す
か
」
と
内
藤
湖
南
先
生
に
声
を
か
け
ら
れ
「
父
に

縦
い
て
来
て
い
ま
す
か
ら
」
と
小
さ
く
答
え
た
事
を
よ
く
覚
え
て

い
ま
す
。

昭
和
十
年
頃
か
ら
の
講
座
は
、
そ
れ
は
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
も

の
ば
か
り
、
い
ろ
い
ろ
欲
ば
っ
て
少
し
ず
つ
受
講
し
た
事
で
し

た
。
論
語
は
勿
論
吉
田
鋭
雄
先
生
、
ま
こ
と
に
詳
し
く
一
字
一
句

丁
寧
に
教
え
て
下
さ
り
聖
賢
の
道
を
説
か
れ
ま
し
た
。
源
豊
宗
先

生
は
「
藤
原
時
代
の
仏
画
」
つ
づ
い
て
仏
像
と
、
「
絵
巻
の
研

究
」
を
も
併
せ
講
じ
ら
れ
、
日
本
美
術
史
の
解
釈
を
つ
ぶ
さ
に
教

え
て
頂
き
、
後
年
仏
像
を
拝
観
す
る
眼
を
持
た
せ
て
頂
い
た
よ
う

で
す
。中

村
寵
勝
先
生
の
「
神
武
天
皇
御
創
業
当
時
の
謹
話
」
と
い
う

題
で
は
現
在
で
は
触
れ
る
こ
と
の
少
な
い
こ
の
時
代
の
話
を
、
又

昭
和
十
一
年
頃
か
ら
は
古
文
書
を
一
年
余
り
二
十
回
に
も
及
ぶ
講

座
が
あ
り
ま
し
た
。
六
月
の
雨
の
激
し
い
日
が
最
終
講
義
で
、
初

め
て
の
試
み
と
し
て
受
諧
者
が
感
想
文
を
提
出
し
た
の
で
し
た
。

―
―
七

万
葉
集
の
権
威
、
沢
潟
久
孝
先
生
は
「
大
伴
家
持
と
そ
の
作

品
」
、
万
葉
集
の
精
神
と
重
厚
な
講
義
を
伺
い
、
伊
勢
の
神
宮
文

庫
へ
も
お
連
れ
下
さ
っ
た
事
は
有
り
難
い
事
で
し
た
。
先
生
は
い

つ
も
羽
織
袴
の
端
然
と
し
た
お
姿
で
し
た
。
阪
倉
篤
太
郎
先
生
に

は
、
枕
草
子
の
特
別
講
義
、
引
き
つ
づ
い
て
定
日
講
義
に
万
葉
集

が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
十
三
年
九
月
よ
り
十
年
余
り
、
ま
こ
と
に

楽
し
い
講
義
で
し
た
。
私
は
何
か
と
用
事
も
あ
り
よ
く
休
み
、
さ

み
だ
れ
式
の
受
講
で
し
た
が
、
父
は
休
む
事
な
く
熱
心
に
通
っ
た

の
で
す
。
そ
の
受
講
ノ
ー
ト
は
数
十
冊
に
も
な
っ
た
よ
う
で
す
。

後
年
父
と
共
に
北
白
川
の
お
邸
へ
お
礼
に
伺
っ
た
と
き
客
間
の

欄
間
に
伎
楽
面
な
ど
が
な
ら
ん
で
い
た
事
が
印
象
的
で
し
た
。
岡

山
先
生
は
中
国
服
を
召
し
て
い
ら
れ
ま
し
た
。
漠
詩
の
作
法
も
教

え
て
頂
き
添
削
を
仰
ぎ
ま
し
た
。
辞
書
で
用
字
の
四
声
を
し
ら

べ
、
平
仄
を
考
え
、
平
起
仄
起
と
考
え
つ
つ
趣
を
の
べ
る
よ
う

に
努
力
し
ま
し
た
。
父
は
い
つ
も
秀
作
を
提
出
、
朱
丸
を
も
ら
っ

て
は
賞
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

大
東
亜
戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
も
講
義
は
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

防
空
頭
巾
を
持
っ
て
父
と
一
緒
に
受
諧
に
出
か
け
ま
し
た
。
警
戒

警
報
が
出
さ
れ
、
サ
イ
レ
ン
が
嗚
っ
て
空
襲
警
報
、
よ
う
や
く
辿

り
つ
い
て
見
る
と
休
講
と
知
ら
さ
れ
が
っ
か
り
、
灯
火
管
制
の
賠

い
道
を
一
散
に
馳
け
て
帰
っ
た
事
も
膜
々
で
し
た
。



う
し
ろ
姿
正
し
く
あ
れ
と
つ
ね
言
ひ
し

父
の
こ
こ
ろ
を
ひ
た
ま
も
り
来
つ

魯
を
能
く
し
文
筆
に
親
し
み
し
晩
年
の

父
よ
こ
の
ご
ろ
し
き
り
に
こ
ひ
し

お
お
だ
な

一
代
を
大
阪
船
場
の
大
店
の

た
か

主
と
崇
く
生
き
た
る
父
は

こ
の
様
に
私
の
青
春
時
代
の

一
時
期
、
模
徳
堂
と
の
め
ぐ
り
逢

い
は
地
味
で
は
あ
り
ま
し
た
が
人
間
完
成
に
少
し
ず
つ
役
立
っ
た

よ
う
で
す
。
父
の
遺
し
て
い
っ
た
沢
山
の
受
諧
ノ
ー
ト
、
逹
筆
で

美
し
く
、
克
明
に
撒
理
し
て
魯
き
綴
ら
れ
た
ノ
ー
ト
、
現
在
私
の

手
許
に
は
十
数
冊
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
二
十
年
一
月
二
十
五
日

万
葉
集
第
二
百
二
十
三
講
で
途
切
れ
て
い
ま
す
。
久
し
く
取
り
出

す
事
も
な
く
何
年
か
が
過
ぎ
ま
し
た
。
い
ま
改
め
て
展
い
て
父
の

学
ん
だ
跡
を
し
の
び
た
い
と
思
う
事
切
で
す
。
父
が
聴
講
生
精
励

賞
と
し
て
頂
い
た
辞
書
（
広
辞
林
）
は
今
私
の
本
棚
に
並
ん
で
い

ま
す
。
父
と
私
が
懐
徳
裳
と
共
に
育
っ
た
事
に
限
り
な
い
感
謝
の

心
を
持
ち
、
省
み
て
大
き
な
幸
で
あ
っ
た
事
を
し
み
じ
み
と
思
う

の
で
す
。

思
い
出
す
ま
ま

木司令（大阪大学蔵）

深
層
に
た
ま
は
り
し
父
母
の
思
愛
を

胸
張
り
て
う
た
ふ
た
め
ら
ふ
こ
と
な
く

―
―
八

「
未
完
」




