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私
と
大
平
君
と
は
半
世
紀
を
超
え
る
長
い
付
き
合
い
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
が
役
人
や
政
治
家
の
表
通
り
を
歩
い
て
人
生
の
山
頂
を

極
め
た
の
に
対
し
て
、
私
は
循
環
器
の
故
障
で
中
道
で
第
一
線
を
退
い
た
か
ら
、
公
的
な
交
渉
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ま
た
私
は

絵
を
画
き
、
彼
は
ゴ
ル
フ
を
楽
し
ん
だ
か
ら
、
趣
味
の
面
で
も
二
人
は
喰
い
違
っ
て
い
た
。
従
っ
て
私
は
公
人
の
側
面
で
彼
の
行
動

に
接
触
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
こ
十
年
来
の
付
き
合
い
は
彼
が
私
邸
で
解
放
さ
れ
た
夜
の
歓
談
の
面
だ
け
で
あ
っ
た
。

元
来
彼
は
口
が
重
く
行
動
も
慎
重
で
、
奇
言
奇
行
の
で
き
る
人
間
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
少
な
い
。
常

に
真
面
目
で
誠
実
で
人
生
の
破
目
を
外
し
た
こ
と
が
な
い
人
間
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
い
い
で

あ
ろ
う
。
私
と
彼
と
は
性
格
に
大
き
な
相
違
は
な
い
と
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
や
は
り
陰
陽
正
負
の
大
差
が
あ
っ
た
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
彼
は
寡
黙
で
慎
重
で
受
動
的
な
待
ち
の
性
格
、
私
は
多
弁
で
セ
ッ
カ
チ
で
能
動
的
で
踏
み
出
す
性
格
、
彼
は
地
味
で

控
え
目
で
謙
虚
、
私
は
派
出
好
み
で
、
出
し
ゃ
ば
り
で
尊
大
、
そ
れ
で
い
て
何
十
年
も
交
友
が
続
い
た
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。

夜
の
議
論
で
も
彼
が
「
お
前
は
過
激
す
ぎ
る
」、「
お
前
は
理
想
主
義
的
す
ぎ
る
」、「
や
た
ら
に
動
い
て
も
で
き
る
時
が
こ
な
け
れ

ば
成
功
は
し
な
い
」
と
い
い
、
私
が
「
君
は
慎
重
す
ぎ
る
」、「
君
は
現
実
主
義
的
す
ぎ
る
」、「
動
か
な
け
れ
ば
何
が
で
き
る
か
」
と

い
っ
た
調
子
の
や
り
と
り
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
っ
た
が
、
後
の
気
持
は
い
つ
も
爽
快
で
あ
っ
た
。
私
は
よ
く
引
き
合
い
に
出
す
が
、

私
は
ル
ソ
ー
的
で
あ
り
彼
は
ヒ
ュ
ー
ム
的
で
あ
っ
た
。
二
人
の
比
較
に
こ
の
偉
大
な
世
紀
の
大
思
想
家
を
持
ち
出
す
の
は
誠
に
非
礼

で
厚
顔
な
話
で
あ
る
。
し
か
し
ル
ソ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
十
八
世
紀
の
全
く
同
年
間
に
生
き
て
、
前
者
は
主
知
主
義
的
で
理
論
か
ら
実



際
を
造
ろ
う
と
し
、
後
者
は
経
験
主
義
的
で
実
際
に
対
し
て
理
論
の
筋
を
通
そ
う
と
し
て
、
全
く
相
反
す
る
立
場
を
と
っ
た
こ
と
が

面
白
い
の
で
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
関
係
に
借
景
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
学
生
時
代
か
ら
の
変
化
を
み
る
と
、
昔
は
彼
が
ル
ソ

ー
的
、
私
が
ヒ
ュ
ー
ム
的
で
あ
っ
た
が
、
社
会
生
活
が
長
く
な
る
に
従
っ
て
彼
は
役
人
や
政
治
家
の
経
験
を
通
じ
て
次
第
に
現
実
主

義
的
、
合
理
主
義
的
に
な
り
、
私
は
責
任
の
あ
る
地
位
か
ら
退
い
て
次
第
に
理
想
主
義
的
に
な
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ

た
環
境
の
変
化
の
せ
い
で
あ
る
。
し
か
し
「
何
々
主
義
的
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
学
者
や
思
想
家
で
な
い
か
ら
体
系
的

に
あ
る
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
属
す
る
と
い
う
よ
う
な
話
で
は
な
く
、
い
わ
ば
一
つ
の
感
触
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
経
済
論
で

は
、
当
初
は
二
人
と
も
抽
象
的
、
演
繹
的
な
方
法
で
一
般
普
遍
の
理
論
と
政
策
を
考
え
た
古
典
学
派
が
好
き
で
あ
っ
た
が
、
後
年
の

彼
は
古
典
派
の
自
由
主
義
原
理
に
は
賛
成
し
な
が
ら
絶
対
的
、
普
遍
的
方
法
を
廃
し
て
経
済
論
に
歴
史
的
な
特
性
を
認
め
よ
う
と
し

た
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
や
、
制
度
的
、
文
化
的
環
境
に
限
定
を
求
め
る
米
国
制
度
学
派
に
近
い
考
え
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
う
。

と
こ
ろ
で
本
稿
で
は
、
彼
の
回
想
か
ら
少
々
毛
色
を
変
え
て
、
彼
の
本
の
題
名
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。
初
め
の
頃
の

彼
の
著
書
の
『
春
風
秋
雨
』
は
平
凡
す
ぎ
る
で
は
な
い
か
と
ひ
や
か
し
た
ら
、
次
回
と
そ
の
次
の
出
版
に
際
し
て
漢
字
四
文
字
の
題

名
を
考
え
て
く
れ
と
い
う
注
文
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
回
の
著
作
を
通
じ
て
ま
と
め
て
述
べ
る
と
、
漢
代
の
作
者
不
明
の
古
詩
か
ら

「
失
火
青
煙
」
を
、
韓
愈
の
「
盆
池
」
か
ら
「
池
光
天
影
」
を
作
り
、
他
に
控
え
と
し
て
「
非
老
養
拙
」（
典
拠
白
居
易
）、「
散
人
芥

考
」（
荘
子
）、「
旦
暮
雑
爼
」（
荘
子
）、「
風
塵
懐
想
」（
土
井
晩
翠
）
他
数
題
を
作
り
、
ま
た
最
後
の
二
言
を
啼
語
、
雑
譜
、
蕪
考

等
で
組
み
合
せ
た
数
題
を
加
え
た
が
、
私
の
推
す
最
後
の
二
題
は
派
手
す
ぎ
る
し
、
他
の
数
題
は
卑
下
し
す
ぎ
た
り
弄
語
す
ぎ
た
り

と
い
う
こ
と
で
、
結
局
彼
が
組
み
合
せ
て
『
旦
暮
芥
考
』、『
風
塵
雑
爼
』
の
題
名
と
な
っ
た
。
彼
ら
し
い
中
庸
の
選
択
で
あ
る
。

私
は
「
池
光
天
影
」
が
宏
池
会
の
名
に
も
少
々
似
通
っ
て
お
り
、
彼
の
次
の
著
作
に
こ
の
名
を
つ
け
た
か
っ
た
。
し
か
し
新
著
を

出
す
前
に
彼
は
去
っ
た
。
も
う
永
遠
に
帰
っ
て
こ
な
い
。「
暁
星
正
に
寥
落
」、
限
り
な
く
淋
し
い
。

（
高
松
高
商
同
級
生
）

大平正芳回想録―追想編


