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内
山
俊
彦
先
生
の
思
い
出

末
永

高
康

人
の
記
憶
は
あ
て
に
な
ら
な
い
。
い
や
、
あ
て
に
な
ら
な
い
の
は
わ
た
し
の
記
憶
だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
内
山
先
生
が
京
大
に

移
ら
れ
た
そ
の
年
に
、
自
分
は
大
學
院
に
入
學
し
た
も
の
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い
た
。
今
回
こ
の
「
思
い
出
」
を
書
く
に
あ
た
り
調
べ

て
み
る
と
、
先
生
が
京
大
に
移
ら
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
四
月
、
そ
の
時
わ
た
し
は
院
浪
の
聽
講
生
で
、
修
士
に
上
が
っ
た
の
は
翌
年
。

先
生
が
京
大
を
退
官
さ
れ
た
の
が
一
九
九
七
年
三
月
、
そ
の
時
ま
で
わ
た
し
は
硏
修
員
を
し
て
い
た
か
ら
、
大
學
院
生
時
代
を
ま
る
ま
る

先
生
の
も
と
で
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。
硏
究
領
域
も
先
生
と
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
か
ら
、
さ
ぞ
や
濃
密
な
指
導
を
受
け
た
こ
と
で
あ

ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
に
あ
ら
ず
。
わ
た
し
は
出
來
の
惡
い
學
生
で
、
自
分
か
ら
積
極
的
に
先
生
の
所
に
行
っ
て
指

導
を
仰
ぐ
こ
と
も
し
な
か
っ
た
し
、
今
と
は
違
っ
て
、
敎
官
の
方
か
ら
積
極
的
に
學
生
に
介
入
し
て
い
く
よ
う
な
時
代
で
も
な
か
っ
た
か

ら
、
講
義
や
演
習
の
場
を
除
け
ば
、
日
常
的
に
何
か
特
別
な
指
導
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
今
で
も
思
い
出
す
の
は
、
投

稿
豫
定
の
拙
稿
を
先
生
に
見
て
い
た
だ
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

下
宿
の
こ
た
つ
の
上
の
受
話
器
を
取
っ
た
の
は
晚
の
八
時
く
ら
い
だ
っ
た
と
思
う
。「
内
山
で
す
が
、
今
、
時
閒
は
大
丈
夫
か
ね
、
き

み
の
手
元
に
原
稿
は
あ
る
か
ね
」
と
の
言
葉
に
「
は
い
」
と
答
え
て
、
そ
こ
か
ら
拙
稿
の
問
題
點
の
指
摘
が
始
ま
っ
た
。
拙
稿
が
穴
ば
か
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り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
頁
ご
と
に
數
か
所
の
指
摘
、
手
元
の
原
稿
を
繰
り
な
が
ら
電
話
口
の
先
生
の
指
摘
を
書
き
込
み
、

最
後
の
ペ
ー
ジ
の
指
摘
が
終
わ
っ
た
時
に
は
す
で
に
十
時
を
回
っ
て
い
た
か
と
思
う
。
底
冷
え
の
す
る
冬
の
京
都
の
夜
、
受
話
器
を
持
っ

て
い
た
左
手
の
冷
た
さ
は
今
で
も
覺
え
て
い
る
。
主
觀
的
に
は
永
遠
と
も
思
え
る
時
閒
で
、「
こ
れ
だ
け
の
部
分
を
書
き
改
め
る
の
も
大

變
だ
ろ
う
が
、
締
め
切
り
に
は
閒
に
合
う
か
ね
」
と
の
お
言
葉
に
「
何
と
か
い
た
し
ま
す
」
と
答
え
て
受
話
器
を
置
い
た
と
き
に
は
ほ
と

ん
ど
倒
れ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
の
指
導
が
ど
う
し
て
電
話
口
に
な
っ
た
の
か
ま
っ
た
く
覺
え
て
い
な
い
。
修
正
の
時
閒
を
考
え
れ
ば
少
し
で
も
早
く
指
摘
し
て

お
い
た
方
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
先
生
の
親
切
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
江
戸
っ
子
の
先
生
は
、
わ
た
し
の
よ
う
な
田
舍
者
か
ら
見
る
と
や
や

せ
っ
か
ち
に
思
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
せ
っ
か
ち
は
あ
り
が
た
い
。
し
か
も
、
問
題
點
を
指
摘
し
な
が
ら
、
ど
の
よ

う
に
直
せ
ば
よ
い
の
か
ま
で
ほ
と
ん
ど
先
生
が
ご
自
身
で
話
を
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
向
に
書
き
改
め
て
い
け
ば
、

そ
れ
だ
け
論
文
の
完
成
度
が
上
が
る
。
電
話
口
で
は
ひ
た
す
ら
緊
張
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
指
導
は
な
い
と
、
後
か

ら
思
っ
た
。

先
生
が
京
大
で
の
演
習
で
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
『
周
易
正
義
』
で
、
冒
頭
の
孔
穎
達
の
序
を
讀
み
終
え
る
の
に
一
年
く
ら
い

か
か
っ
た
か
と
思
う
。
擔
當
學
生
が
訓
讀
し
、
出
典
や
解
釋
を
示
し
て
、
そ
こ
に
先
生
が
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
い
う
演
習
の
ス
タ
イ
ル

そ
の
も
の
は
か
わ
ら
な
い
も
の
の
、
先
生
ご
自
身
が
典
據
等
を
板
書
さ
れ
丁
寧
に
解
説
さ
れ
る
場
面
が
、
京
大
の
他
の
先
生
方
よ
り
多
か

っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
受
講
生
に
と
っ
て
不
思
議
だ
っ
た
の
は
、
そ
の
板
書
さ
れ
る
文
章
の
出
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
に
調
べ
て
こ
の
出
典
に
た
ど
り
着
か
れ
た
の
か
と
い
う
點
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
ど
こ
に
そ
れ
が
メ
モ
さ
れ
て

い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
が
手
に
さ
れ
て
い
る
の
は
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し
て
い
る
の
と
同
じ
阮
刻
本
の
コ
ピ
ー
だ
け
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で
あ
る
。
時
折
、
そ
れ
を
目
に
近
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
か
な
り
長
い
文
章
も
板
書
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
周
易
序
に
か
か
わ
る
膨
大

な
文
章
を
す
べ
て
メ
モ
書
き
す
る
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
が
そ
こ
に
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
謎
が
解
け
た
の
は
、
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
内
山
先
生
の
思
い
出
に
と
、
先
生
が
使
わ
れ
て
い
た
皮
錫
瑞
の
『
經

學
歷
史
』
一
册
を
宇
佐
美
文
理
先
生
が
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
山
口
大
時
代
に
演
習
で
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
第
二
章
か
ら

第
五
章
に
膨
大
な
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
老
眼
の
入
り
始
め
た
わ
た
し
の
目
に
は
も
は
や
判
讀
不
可
能
な
小
さ
な
文
字
で
び
っ
し

り
と
。

阮
刻
本
の
コ
ピ
ー
も
同
じ
狀
態
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
が
『
周
易
正
義
』
を
講
義
さ
れ
て
い
た
頃
と
同
じ
年
代
に
わ
た
し
も
さ
し

か
か
っ
て
い
る
が
、
先
生
は
老
眼
に
苦
し
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、
先
生
が
病
氣
で
授
業
を
休
講
に
さ

れ
た
と
い
う
記
憶
が
な
い
。
華
奢
な
體
つ
き
の
先
生
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
精
神
と
と
も
に
肉
體
も
ま
た
頑
強
で
あ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
『
周
易
正
義
』
の
演
習
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
何
と
い
う
言
葉
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
正
義
の
な
か
の
あ
る
語
に
つ
い
て
、

當
時
、
助
手
を
さ
れ
て
い
た
武
田
時
昌
先
生
が
用
例
を
示
さ
れ
た
時
に
、
先
生
が
「
ほ
う
、
そ
ん
な
用
例
が
あ
り
ま
し
た
か
、
よ
く
見
つ

け
ま
し
た
ね
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
武
田
先
生
が
示
さ
れ
た
の
は
實
は
『
大
漢
和
』
に
取
ら
れ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。
先
生
か
ら

「
諸
橋
は
引
く
な
」
と
言
わ
れ
た
記
憶
は
な
い
も
の
の
、
ご
自
身
は
諸
橋
『
大
漢
和
』
を
引
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

「
諸
橋
は
使
っ
て
は
い
け
な
い
」
が
現
實
に
生
き
て
い
た
規
範
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
妙
に
感
心
す
る
と
と
も
に
、
偶
然
で
は
あ
ろ
う
が

先
生
が
探
し
出
せ
な
か
っ
た
よ
う
な
用
例
が
『
大
漢
和
』
に
あ
る
の
に
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。

特
殊
講
義
で
は
、「
中
國
古
代
の
歷
史
意
識
」
を
主
題
と
し
て
話
を
さ
れ
て
い
た
。
エ
リ
ア
ー
デ
な
ど
を
引
き
つ
つ
圓
環
的
時
閒
と
直

線
的
時
閒
に
つ
い
て
觸
れ
な
が
ら
韓
非
子
の
歷
史
意
識
に
つ
い
て
話
を
さ
れ
て
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
の
で
、
太
古
か
ら
始
め
て
、
漢
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代
に
入
る
頃
ま
で
に
つ
い
て
は
講
義
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
い
つ
も
、
使
い
込
ま
れ
た
大
學
ノ
ー
ト
一
册
を
手
に
し
な
が
ら
話
を
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
ノ
ー
ト
を
覗
き
込
ん
だ
受
講
生
の
話
に
よ
る
と
、
左
側
の
ペ
ー
ジ
に
は
き
れ
い
に
文
章
が
書
か
れ
て
い
て
、
右
側
の
ペ
ー
ジ

は
基
本
的
に
白
紙
で
、
時
折
、
左
ペ
ー
ジ
の
文
章
を
補
足
す
る
資
料
や
文
章
が
引
か
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。『
中
國
古
代
思
想
史

に
お
け
る
自
然
認
識
』
に
つ
づ
く
第
二
彈
を
準
備
さ
れ
な
が
ら
講
義
を
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
退
官
後
も
こ
の
お
仕
事
は
續
け
ら
れ

て
い
た
は
ず
で
、
何
か
の
折
に
先
生
か
ら
鄭
玄
の
歷
史
意
識
に
つ
い
て
書
か
れ
た
拔
き
刷
り
を
い
た
だ
い
て
、『
歷
史
意
識
』
の
完
成
も

近
い
の
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
自
身
の
學
問
に
嚴
し
い
先
生
で
あ
ら
れ
た
か
ら
、
未
定
稿
を
世
に
出
す
こ
と
な
ど
考
え

て
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
あ
の
時
の
講
義
ノ
ー
ト
が
ま
だ
殘
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
是
非
と
も
出
版
し
て
ほ
し
い
も
の

で
あ
る
。『
自
然
認
識
』
に
よ
っ
て
わ
た
し
が
育
て
ら
れ
た
よ
う
に
、『
歷
史
意
識
』
に
よ
っ
て
育
っ
て
い
く
若
者
が
必
ず
出
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。

學
生
時
代
に
先
輩
方
か
ら
は
「
自
分
の
先
生
と
同
じ
專
門
領
域
に
進
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
縮
小
再
生
産
に
し
か
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
禁
を
わ
た
し
は
犯
し
た
。
と
は
い
え
最
初
か
ら
縮
小
再
生
産
に
甘
ん
ず
る
若
者
は
い
な
い
。
た
と
え
部
分
的

で
も
よ
い
、
何
と
か
乘
り
越
え
よ
う
と
し
て
あ
が
く
の
だ
が
、
そ
の
た
び
に
先
生
の
『
自
然
認
識
』
の
磁
場
に
飮
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
う
ち
に
よ
う
や
く
氣
付
い
た
。
そ
も
そ
も
『
自
然
認
識
』
を
乘
り
越
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
近
年
は
新
し
い
資
料
も

出
て
き
て
い
る
か
ら
、『
自
然
認
識
』
の
記
述
に
修
正
を
加
え
る
べ
き
點
が
ま
っ
た
く
無
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
そ
れ
は
大
し
た
問
題
で

は
な
い
。『
自
然
認
識
』
の
魅
力
は
、
そ
の
思
想
史
を
構
成
す
る
視
角
・
方
法
論
の
明
確
さ
と
、
そ
の
視
角
・
方
法
論
に
立
っ
た
、
各
思

想
に
對
す
る
犀
利
な
分
析
と
に
あ
る
。
同
じ
視
角
・
方
法
論
に
立
つ
限
り
、『
自
然
認
識
』
を
越
え
る
成
果
は
得
ら
れ
な
い
、
そ
の
意
味

で
文
字
通
り
の
最
高
峰
な
の
で
あ
る
。
わ
た
し
に
で
き
る
こ
と
は
、
こ
れ
と
は
別
の
視
角
・
方
法
論
を
模
索
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
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た
だ
、
こ
れ
は
『
自
然
認
識
』
の
磁
場
か
ら
の
が
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
孟
子
、
墨
子
、
莊
子
、
韓
非
子
、
そ
し
て
も
ち
ろ

ん
荀
子
、
先
秦
諸
子
の
ど
の
思
想
を
論
ず
る
に
し
て
も
、
ま
ず
念
頭
に
あ
る
の
は
『
自
然
認
識
』
や
『
荀
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
先
生
の

お
仕
事
で
あ
る
。『
自
然
認
識
』
と
は
違
う
視
點
に
立
と
う
と
あ
が
け
ば
あ
が
く
ほ
ど
、『
自
然
認
識
』
の
視
角
・
方
法
論
が
強
く
意
識
さ

れ
る
し
、
そ
の
鋭
い
思
想
分
析
は
い
や
が
お
う
で
も
こ
ち
ら
に
問
題
を
突
き
付
け
て
く
る
。
近
年
は
禮
關
係
の
文
獻
な
ど
先
生
が
あ
ま
り

扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
硏
究
對
象
と
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
か
ら
、『
自
然
認
識
』
を
繙
く
回
數
も
減
っ
て
は
き
て
い
る
も
の
の
、

こ
の
磁
場
か
ら
の
が
れ
ら
れ
る
こ
と
は
今
後
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
に
と
っ
て
先
生
は
い
ま
も
生
き
續
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

唯
物
論
者
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
宣
言
さ
れ
て
い
た
先
生
が
、
死
や
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
ら
れ
て
い
た
の
か
、

わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
肉
體
の
滅
び
た
も
の
に
對
し
て
「
生
き
續
け
る
」
な
ど
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
先
生
は
お
叱
り
に
な
ら
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
死
者
を
生
き
た
も
の
と
し
て
そ
の
精
神
と
對
峙
す
る
の
は
生
者
の
特
權
で
あ
る
。「
迷
惑
だ
」
と
言
わ
れ

る
先
生
の
顏
が
浮
か
ぶ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
も
今
し
ば
ら
く
生
き
續
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
否
、
生
者
の
特
權
を
振
り
回
す

ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
お
仕
事
と
と
も
に
先
生
は
今
後
も
長
く
生
き
續
け
て
い
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。




