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ふ
た
つ
の
国
の
永
遠
の
つ
な
が
り

林
　
　
　
志
　
宣

京
都
か
ら
帰
っ
て
既
に
三
年
も
た
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
ソ
ウ
ル
で
桜
の
花
や
色
と

り
ど
り
の
葉
を
見
る
た
び
に
、
日
文
研
の
風
景
が
私
の
心
で
重
な
り
ま
す
。

日
文
研
生
活
で
は
作
曲
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
う
え
、
京
都
で
「
カ
オ
ス
モ
スC

haosm
os

」「
不
可

能
な
可
能
性Im

possible Possibility

」、
東
京
で
「
生
の
永
遠
の
歌Perpetual Song of L

ife

」
を
初
演
す
る

機
会
を
得
ま
し
た
。
そ
し
て
帰
国
後
に
出
版
す
る
『
映
画
の
な
か
の
現
代
音
楽
』
の
執
筆
に
多
く
の
時
間
を
割

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
拙
著
は
二
〇
一
四
年
に
出
版
さ
れ
、
韓
国
の
出
版
財
団
の
「
世
宗
図
書
学
術
部
門
」

で
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
日
韓
の
関
係
を
た
だ
一
人
の
個
人
的
経
験
に
還
元
す
る
こ
と

を
望
み
ま
せ
ん
が
、
両
国
間
で
交
換
コ
ン
サ
ー
ト
を
催
す
こ
と
を
ず
っ
と
探
っ
て
い
て
、
二
〇
一
五
年
は
私
の

願
い
を
実
現
す
る
の
に
完
璧
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
し
た
。
そ
の
年
は
日
韓
外
交
関
係
樹
立
五
〇
周
年
に
あ
た
っ
て

い
た
の
で
す
。

新
作
を
朝
鮮
通
信
使
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
作
曲
し
よ
う
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
日
文
研
滞
在
中
の
ふ
た

つ
の
体
験
に
も
と
づ
き
ま
す
。
第
一
に
、
京
都
で
娘
と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
最
初
の
朝
鮮
通
信
使
李
藝

（
イ
・
イ
ェ
ジ
）』
を
見
ま
し
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
両
国
の
良
好
な
関
係
を
保
と
う
と
す
る
両
国
の
人
々
の
努

力
に
印
象
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
五
世
紀
よ
り
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
朝
鮮
通
信
使
は
現
在
の
ソ
ウ
ル
か
ら
京
都

ま
で
二
〇
〇
〇
キ
ロ
に
わ
た
る
長
い
旅
を
行
い
、
二
〇
〇
〇
人
以
上
の
人
間
や
馬
の
大
行
列
が
両
国
で
図
版
や
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文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
進
ん
だ
文
化
を
日
本
側
に
伝
え
、
日
本
側
は
一
行
を
実
に
温
か
く
、
心

か
ら
歓
待
し
ま
し
た
。
音
楽
と
踊
り
は
一
行
の
長
旅
の
疲
れ
を
癒
し
、
日
本
の
宿
主
は
す
ば
ら
し
い
食
事
と
見

世
物
で
彼
ら
を
慰
め
ま
し
た
。
第
二
に
、
京
都
近
く
の
小
さ
な
祭
り
で
元
中
学
校
長
に
出
会
い
、
彼
は
遠
い

昔
、
日
本
に
進
ん
だ
文
化
を
伝
え
よ
う
と
し
た
朝
鮮
人
に
ど
れ
ほ
ど
感
謝
し
て
い
る
か
を
私
に
語
り
ま
し
た
。

彼
は
そ
れ
を
素
晴
ら
し
い
将
来
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
刺
激
か
ら
朝
鮮
通
信
使
を

記
念
す
る
作
品
が
構
想
さ
れ
ま
し
た
。

私
が
作
曲
家
と
し
て
委
嘱
を
受
け
た
画
音
室
内
管
弦
楽
団
と
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
中
村
典
子
准
教
授

は
、
朝
鮮
通
信
使
を
記
念
す
る
特
別
な
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
し
、
私
は
音
に
よ
る
想
像
上
の
通
信
使
の
旅
を
描

写
し
た
『
朝
鮮
通
信
使
の
散
ら
ば
っ
た
記
憶
と
の
邂
逅
　E

ncounter w
ith the Scattered M

em
ory: C

hoseon 

Tongsinsa
』
を
初
演
し
ま
し
た
。
か
つ
て
両
国
で
共
有
さ
れ
愛
さ
れ
た
旧
来
の
習
慣
、
文
化
、
芸
術
を
象
徴

す
る
た
め
、
そ
の
古
い
響
き
を
伝
え
る
伝
統
楽
器
の
笙
（
笙
篁
）
を
用
い
、
作
品
は
四
つ
の
空
想
の
情
景
を
描

い
て
い
ま
す
。
朝
鮮
王
と
通
信
使
の
面
会
と
一
行
の
釜
山
へ
の
陸
路
の
移
動
の
情
景
、
瀬
戸
内
海
経
由
の
波
間

の
旅
と
上
陸
し
て
京
都
に
到
着
す
る
ま
で
の
情
景
、
安
全
な
上
陸
後
の
休
息
と
娯
楽
の
情
景
、
そ
し
て
最
後
に

ほ
ぼ
九
ヵ
月
の
旅
を
し
め
く
く
る
京
都
か
ら
江
戸
ま
で
の
壮
麗
極
ま
り
な
い
行
列
の
情
景
、
こ
の
四
景
で
す
。

中
村
典
子
さ
ん
は
そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
コ
ン
サ
ー
ト
で
新
作
『
海
煥
草
木
川
花
奏
鳴
』
を
初
演
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
一
九
四
五
年
、
日
本
で
獄
死
し
た
韓
国
の
詩
人
尹
東
柱
（
ユ
ン
・
ド
ン
ジ
ュ
）
に
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
彼
は
わ
ず
か
二
七
年
生
き
た
後
に
、
韓
国
人
の
心
に
今
で
も
残
る
美
し
い
詩
を
多
く
書
き
ま
し
た
。
彼

の
非
暴
力
の
抵
抗
は
日
本
人
に
も
強
い
印
象
を
残
し
た
に
違
い
な
く
、
中
村
さ
ん
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
書
い
て
い

ま
す
。
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海
煥
（
해
환
）
は
、
韓
国
の
国
民
的
詩
人
尹
東
柱
の
号
で
あ
る
。
尹
東
柱
は
中
国
満
州
に
生
ま
れ
、
幼
い

頃
、
海
煥
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
彼
は
平
壌
、
ソ
ウ
ル
、
東
京
、
そ
し
て
京
都
の
同
志
社
大
学
で
学
ん
だ
。

彼
は
詩
を
韓
国
語
で
書
い
て
い
て
、
そ
し
て
逮
捕
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
る
前
に
、
福
岡
で

二
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
時
、
彼
の
母
国
語
で
あ
る
韓
国
語
は
西
洋
植
民
地
国
家
の
如
く
、
大
日
本

帝
国
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
私
達
の
先
祖
の
、
力
の
信
奉
者
に
よ
っ
て
死
に
運
ば
れ
、
帝
国

主
義
者
と
全
体
主
義
者
が
彼
の
生
命
を
奪
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
永
遠
に
生
き
て

い
る
。
私
は
す
べ
て
の
草
や
樹
や
川
や
花
の
声
の
中
に
あ
る
彼
の
精
神
を
い
つ
も
感
じ
、
彼
の
光
は
私
や

あ
な
た
や
私
達
そ
し
て
あ
ら
ん
限
り
の
す
べ
て
を
、
海
と
天
よ
り
抱
容
す
る
。

ア
ジ
ア
起
源
の
弦
楽
と
、
天
か
ら
の
光
を
表
す
竹
の
マ
ウ
ス
リ
ー
ド
オ
ル
ガ
ン
の
日
本
伝
統
楽
楽
器
笙

が
、
宇
宙
す
べ
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
絶
え
間
な
く
会
話
す
る
。

二
〇
一
七
年
は
尹
東
柱
の
生
誕
百
周
年
に
あ
た
り
、
延
世
大
学
の
尹
東
柱
記
念
事
業
会
は
五
月
一
八
日
に
構

内
の
ク
ム
ホ
芸
術
セ
ン
タ
ー
で
、
そ
れ
を
祝
う
特
別
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
し
ま
す
。『
海
煥
草
木
川
花
奏
鳴
』

は
詩
人
と
密
接
に
結
び
合
っ
て
い
る
の
で
、
作
曲
者
と
笙
の
奏
者
真
鍋
尚
之
氏
を
招
き
、
延
世
シ
ン
フ
ォ
ニ

エ
ッ
タ
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
ま
す
。
私
は
こ
の
特
別
な
機
会
の
た
め
、
尹
の
人
生
と
詩
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
新

作
、
ヴ
ィ
オ
ラ
協
奏
曲
『
新
し
い
路 N

ew
 Paths

』
を
書
き
終
え
た
ば
か
り
で
す
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
も
な

お
両
国
間
の
社
会
政
治
的
な
摩
擦
は
続
き
ま
す
が
、
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
傷
つ
い
た
人
々
を
慰
め
、
両
国
民
の

平
和
的
な
共
存
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
意
味
深
い
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
尹
東
柱
の
人
生
の
痕
跡
が
日
中
韓

の
三
国
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
日
韓
の
み
な
ら
ず
中
国
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
発
展
の

価
値
を
広
げ
る
の
に
、
彼
は
良
き
ア
イ
コ
ン
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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数
日
前
、
か
つ
て
日
文
研
客
員
教
授
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
兄
で
歴
史
家
の
林
志
弦
（
リ
ン
・
ジ
ェ
ヒ
ュ
ン
）

と
話
し
ま
し
た
。
兄
は
次
の
研
究
休
暇
の
計
画
の
こ
と
を
話
し
、
二
人
で
日
文
研
の
非
常
に
静
か
な
私
生
活
と

学
術
的
な
業
績
に
つ
い
て
懐
か
し
が
り
ま
し
た
。
果
た
し
て
日
文
研
に
帰
る
か
ど
う
か
は
確
か
で
あ
り
ま
せ
ん

が
、
京
都
と
日
文
研
が
兄
に
も
決
し
て
忘
れ
よ
う
の
な
い
良
き
思
い
出
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。

三
〇
周
年
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

（
延
世
大
学
教
授
）
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