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も
う
何
十
年
前
の
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
だ
高
校
生
の
こ
ろ
、
歌
舞
伎
座
に
行
っ
た

と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
後
ろ
の
席
に
外
国
人
が
数
人
い
て
、
聞
く
と
も
な
し
に
耳
に
入
っ
て
き

た
通
訳
の
言
葉
に
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
た
。
そ
の
人
は
英
語
は
確
か
に
う
ま
か
っ
た
け
れ
ど
、
内
容
を
全

く
伝
え
て
い
な
い
。
歌
舞
伎
に
つ
い
て
な
ん
の
知
識
も
な
い
。
い
く
ら
言
葉
が
う
ま
く
て
も
文

化
を
理
解
し
て
い
な
い
の
だ
。
そ
の
格
差
に
気
が
つ
い
て
か
ら
、
大
げ
さ
な
よ
う
だ
が
私
は
、

外
国
語
の
勉
強
よ
り
、
ま
ず
日
本
語
・
日
本
文
化
の
勉
強
が
先
だ
と
痛
感
し
た
。
大
学
の
国
文

科
に
進
み
、
日
本
文
学
史
を
専
攻
し
た
。
ど
う
も
こ
の
と
き
が
わ
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
起
点
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

次
の
転
機
は
就
職
後
、
知
日
家
と
い
わ
れ
る
日
本
学
者
た
ち
と
の
交
流
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の

流り
ゅ
う

暢ち
ょ
う

な
日
本
語
に
も
し
ば
し
ば
つ
ま
ず
き
が
あ
る
。
な
ぜ
か
？
と
い
う
疑
問
に
何
度
も
突
き

当
た
っ
て
、
私
は
日
本
語
教
育
の
世
界
に
入
る
決
心
を
し
た
。
以
来
四
十
年
、
つ
い
に
私
は

一
生
こ
の
道
か
ら
抜
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
な
ん
な
の
か
、
複
数
あ
る
答
え
の
中
か
ら
一
つ
を
あ
げ
れ
ば
、
外
国
人
に
教
え
る
こ

と
を
通
じ
て
、
日
本
語
を
、
日
本
文
化
を
毎
日
再
発
見
す
る
、
こ
の
仕
事
の
新
鮮
さ
の
虜
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

今
、
私
は
も
う
教
壇
に
は
直
接
立
た
な
く
な
っ
た
が
、
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
や
作
文
コ
ン

ク
ー
ル
の
審
査
員
を
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
こ
に
出
て
く
る
日
本
語
の
ち
ょ
っ
と
し

た
誤
用
は
、
学
習
者
の
母
語
の
干
渉
に
よ
る
も
の
も
あ
る
し
、
言
葉
だ
け
を
習
っ
た
結
果
、
日

本
文
化
や
、
日
本
人
の
価
値
観
と
の
ず
れ
か
ら
き
た
も
の
も
あ
る
。

最
近
の
作
文
の
中
に
、「
未
来
の
夢
」
と
い
う
題
で
あ
っ
た
が
、「
将
来
は
身
体
を
粉
末
に
し

て
労
働
し
、
両
親
の
期
待
に
応
え
ま
す
。」
と
書
い
た
も
の
を
見
つ
け
た
。
一
生
懸
命
字
を
覚

え
、
で
き
る
限
り
漢
字
を
使
っ
て
書
こ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
涙
ぐ
ま
し
い
間
違
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フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
、
携
帯
電
話
な
ど
、
機
器
に
よ
る
情
報
伝
達
は
、
対
面
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
不
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
だ
。
携
帯
電
話
の
画
面
を
見
つ
め

て
顔
も
上
げ
な
い
人
が
電
車
の
中
に
溢あ

ふ

れ
る
。
音
を
出
さ
な
け
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
年
寄
り
が
目
の
前
に
立
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
ん
な
も
の
は
見
え
な
い
の
だ
か
ら
敬
意
表

現
以
前
の
問
題
だ
。

日
本
語
教
育
の
場
合
、
教
科
書
の
中
に
も
低
学
年
か
ら
文
化
や
風
土
の
違
い
が
明
確
に
表
れ

る
。「
春
が
来
ま
し
た
。
四
月
の
入
学
式
の
日
、
満
開
の
桜
の
下
、
校
庭
に
一
年
生
が
集
ま
っ

て
き
ま
し
た
。」
と
い
う
文
ほ
ど
難
し
い
も
の
は
な
い
。
構
文
は
単
純
か
も
し
れ
な
い
が
、
南

半
球
か
ら
来
た
人
に
と
っ
て
春
は
九
月
で
あ
り
、
花
は
桜
よ
り
ジ
ャ
カ
ラ
ン
タ
か
も
し
れ
な
い

し
、
そ
も
そ
も
入
学
式
が
四
月
に
あ
る
国
は
少
な
い
。
教
師
の
説
明
の
ひ
と
言
が
外
国
人
児
童

を
ど
れ
ほ
ど
救
い
、
同
時
に
日
本
の
児
童
た
ち
に
世
界
観
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
教
師

の
指
導
の
価
値
が
こ
こ
に
あ
る
。

最
近
は
日
本
語
の
わ
か
ら
な
い
児
童
生
徒
が
日
本
の
学
校
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
珍
し
く
な

く
な
っ
た
。
外
国
人
の
集
住
都
市
で
は
ク
ラ
ス
の
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
南
米
の
子
ど
も
と
い
う

所
も
あ
る
。
日
本
の
子
ど
も
の
出
生
率
が
一
・
二
九
に
な
っ
た
と
新
聞
発
表
が
あ
っ
た
ば
か
り

で
あ
る
。
二
○
五
○
年
に
は
日
本
人
は
一
億
人
を
切
る
だ
ろ
う
。
異
な
る
文
化
や
価
値
観
を
も

つ
人
た
ち
が
、
こ
の
国
の
生
産
力
を
支
え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
多
文
化

共
生
社
会
は
も
う
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
て
み
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
異
文
化
を
尊
重
す
る
中
で
、
日
本
人
が

日
本
語
・
日
本
文
化
を
い
か
に
継
承
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
人
に
と
っ

て
、
国
語
教
育
が
単
に
国
語
と
い
う
教
科
の
中
で
の
み
行
わ
れ
る
教
育
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
教

科
の
根
底
に
基
盤
と
し
て
存
在
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。

い
で
は
な
い
か
。
い
や
間
違
い
で
は
な
い
、
身
を
粉
に
し
て
働
く
と
は
、
れ
っ
き
と
し
た
日
本

語
な
の
で
あ
る
。
日
本
語
は
漢
字
が
難
し
い
と
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
た
学
習
者
の
努
力
の
行
き

過
ぎ
が
胸
を
打
つ
。

帰
国
児
童
に
も
日
本
語
の
問
題
は
山
積
し
て
い
る
。
帰
国
直
後
の
男
の
子
に
、「
連
れ
て

帰
っ
て
き
た
犬
は
、
日
本
に
来
て
も
バ
ウ
ワ
ウ
と
鳴
く
。
ワ
ン
ワ
ン
な
ん
て
言
わ
な
い
。」
と

言
わ
れ
て
、
母
親
が
困
惑
し
て
い
た
の
を
見
た
こ
と
も
あ
る
。

ド
イ
ツ
人
の
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
に
、「
明
日
の
出
張
に
は
荷
物
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
行
き
ま

す
か
？
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
い
い
え
、
二
モ
ツ
で
は
な
く
て
、
一
モ
ツ
だ
け
持
っ
て
行
き

ま
す
。」
と
答
え
ら
れ
た
。
モ
ツ
は
日
本
語
独
特
の
数
詞
の
一
つ
と
思
い
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

最
近
は
日
本
定
住
者
が
増
え
、
日
本
社
会
に
適
応
す
る
た
め
に
第
二
言
語
と
し
て
の
生
活
日

本
語
を
学
ぶ
人
が
激
増
し
た
。
日
本
人
の
生
活
文
化
そ
の
も
の
の
学
習
が
必
要
に
な
っ
た
。
朝

晩
の
挨
拶
か
ら
、
電
話
の
か
け
方
、
道
の
聞
き
方
、
ゴ
ミ
の
出
し
方
ま
で
、
切
実
な
学
習
項
目

に
な
っ
た
。

半
年
ぶ
り
で
会
っ
た
学
生
に
、「
あ
、
こ
の
間
は
失
礼
し
た
。」
と
言
っ
た
ら
、「
え
ー
、
そ

れ
は
何
月
何
日
の
こ
と
で
す
か
？
」
と
聞
か
れ
て
、
挨
拶
の
表
現
に
も
文
化
の
違
い
が
あ
る
こ

と
を
改
め
て
認
識
し
た
こ
と
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
は
日
本
人
ど
う
し
で
も
異
文
化
を
感
じ
る
場
合
が
多
く
な
っ
た
。
レ
ス
ト

ラ
ン
に
入
る
と
、「
こ
ん
に
ち
は
。
こ
ん
に
ち
は
。
こ
ん
に
ち
は
。」
と
一
人
の
店
員
か
ら
三
度

言
葉
が
返
っ
て
く
る
。
店
員
が
三
人
い
る
と
九
回
「
こ
ん
に
ち
は
。」
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。

大
勢
の
客
の
入
る
昼
食
時
な
ど
、
食
べ
て
い
る
間
に
何
十
回
と
「
こ
ん
に
ち
は
。」
を
聞
く
。

一
人
と
し
て
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。」
と
は
言
わ
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
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