


遥か昔、シュガーヒルへの旅
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一
．「
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
・
イ
ン
」
へ

は
じ
め
に

残
り
少
な
い
日
々
を
、
昔
を
思
い
出
す
こ
と
で
過
ご
す
時
間
が
増
え

ま
し
た
。
そ
ん
な
訳
で
、
四
半
世
紀
も
昔
の
旅
を
語
り
た
い
と
思
い
ま

す
。一

九
九
九
年
の
夏
、
米
国
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
に
あ
る
シ
ュ

ガ
ー
ヒ
ル
と
い
う
小
さ
な
町
ま
で
旅
を
し
ま
し
た
。
一
行
は
私
を
入
れ

て
四
人
で
す
が
、う
ち
三
人
は
女
性
で
す
。目
的
地
は
彼
女
た
ち
に
と
っ

て
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
・
ク
ッ
キ
ー
と
い
う
名
前
が
生
ま
れ
た
、い
わ
ば
「
発

祥
の
地
」
で
す
。

仲
良
く
ク
ッ
キ
ー
を
作
り
続
け
て
き
た
じ
ゅ
ん
子
（
五
八
歳
）、
ま

り
子
（
五
二
歳
）、ち
か
子
（
四
九
歳
）、そ
れ
に
ツ
ア
ー
・
コ
ン
ダ
ク
タ
ー

と
し
て
じ
ゅ
ん
子
の
亭
主
で
あ
る
た
か
し
（
六
十
歳
）
が
加
わ
り
ま
し

た
（
こ
こ
で
は
名
前
だ
け
の
呼

び
捨
て
で
、
ひ
ら
が
な
で
登
場
す

る
こ
と
に
致
し
ま
す
）。
以
下
、

記
録
係
り
と
し
て
の
た
か
し

の
筆
に
よ
る
思
い
出
話
で
す
。

「
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
・
イ
ン
」
の

こ
と思

い
起
こ
せ
ば
こ
の
旅
の
、

さ
ら
に
二
十
年
近
い
昔
、私
た
ち（
た
か
し
＆
じ
ゅ
ん
子
）夫
婦
は
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
折
り
、
ま
だ
小
学
生
だ
っ
た
二
人

の
娘
を
連
れ
て
秋
の
三
連
休
を
利
用
し
て
、
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
ま
で
車
で

出
掛
け
ま
し
た
。
往
復
千
二
百
キ
ロ
を
走
り
、
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
・
イ
ン

と
い
う
宿
に
泊
ま
り
ま
し
た
。「
遠
く
か
ら
来
た
だ
け
の
価
値
が
あ
る

可
愛
ら
し
い
イ
ン
。
友
人
の
家
の
食
堂
で
家
庭
料
理
を
頂
く
雰
囲
気
」

と
当
時
の
日
記
に
あ
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
東
北
部
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
な
ど
六
つ
の
州
を

総
称
し
て
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
と
呼
び
ま
す
。
広
大
な
ア
メ
リ

カ
大
陸
の
中
で
も
面
積
と
し
て
は
小
さ
い
で
す
が
、
現
在
の
合
衆
国
は

こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
訳
で
、
歴
史
的
に
も
文
化
的
に
も
重
要
な
地
域
で

す
。
英
国
か
ら
の
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
が
上
陸
し
た
の
は
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
プ
リ
マ
ス
で
、
独
立
革
命
は
こ
こ
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か

遥
か
昔
、
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
へ
の
旅

川
本
卓
史
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ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
戦
い
は
ボ
ス
ト
ン
郊
外
の
レ
キ
シ
ン
ト
ン
で
始
ま

り
ま
し
た
。「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
文
化
も
花

を
咲
か
せ
ま
し
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
や
イ
エ
ー
ル
大
学
に
代
表
さ
れ
る
優

れ
た
教
育
制
度
も
こ
の
地
で
発
展
し
ま
し
た
。

シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
の
所
在
す
る
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
は
そ
の
中
で

も
北
。
カ
ナ
ダ
と
の
国
境
に
近
く
、
山
や
丘
や
田
園
地
帯
の
多
い
の
ど

か
な
と
こ
ろ
で
す
。
州
の
北
部
に
は
、
マ
ウ
ン
ト
・
ワ
シ
ン
ト
ン
と
い

う
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
一
番
高
い
山
（
千
九
百
メ
ー
ト
ル
）
が
あ

り
ま
す
。
夏
は
避
暑
で
、
秋
は
ま
わ
り
の
全
山
が
真
っ
赤
に
染
ま
る
ほ

ど
に
紅
葉
が
見
事
で
、
冬
は
ス
キ
ー
客
が
訪
れ
、
有
数
の
観
光
地
も
多

く
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
は
、
ル
ー
ト
一
一
九
と
い
う
州
道
に
沿
っ

た
、
リ
ゾ
ー
ト
地
の
中
心
か
ら
少
し
外
れ
て
い
る
小
さ
な
町
で
す
。

二
〇
二
〇
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
人
口
は
僅
か
六
百
四
十
七
人
、
そ

の
殆
ど
が
い
わ
ゆ
る
「
白
人
」
で
す
。

じ
ゅ
ん
子
は
、
町
の
名
前
は
、
冬
に
な
る
と
丘
の
上
に
雪
が
積
も
っ

て
、
ち
ょ
う
ど
砂
糖
を
盛
っ
た
よ
う
に
な
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、町
境
に
あ
る
大
き
な
サ
ト
ウ
カ
エ
デ（
シ
ュ
ガ
ー
・

メ
イ
プ
ル
）
の
樹
が
町
名
の
由
来
だ
と
知
り
ま
し
た
。
サ
ト
ウ
カ
エ
デ

は
カ
ナ
ダ
の
国
花
で
、
国
旗
の
中
央
に
は
こ
の
樹
の
紅
葉
し
た
葉
が
配

置
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
一
家
四
人
（
長
男
は
前
年
日
本
の
学
校
に
復
学
し
て
い
ま
し
た
）

が
「
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
・
イ
ン
」
に
一
泊
し
た
の
は
、
一
九
八
一
年
九
月

末
、
紅
葉
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
季
節
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
私
は
、

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
カ
ン
ト
リ
ー
・
イ
ン
（country inn

）」

に
凝
っ
て
い
ま
し
た
。
安
価
で
よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
泊
ま

る
の
が
楽
し
み
で
し
た
。
実
際
に
出
掛
け
る
機
会
は
限
ら
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
を
紹
介
す
る
本
を
眺
め
な
が
ら
行
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

カ
ン
ト
リ
ー
・
イ
ン
と
は
、
直
訳
す
れ
ば
「
田
舎
の
宿
」
で
す
が
、

ア
メ
リ
カ
で
は
独
特
の
語
感
と
懐
か
し
さ
を
持
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。「
歴
史
的
（
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
）」
と
い
う
形
容
詞
を
付
け
て

使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
大
き
な
宿
で
は
な
く
、
夫
婦
で

経
営
し
て
い
て
、
周
り
の
田
園
風
景
や
素
朴
な
が
ら
品
の
良
い
造
り
や

家
庭
的
な
雰
囲
気
を
売
り
物
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
。
夕
食

を
出
さ
な
い
B
&
B
（
ベ
ッ
ド
・
ア
ン
ド
・
ブ
レ
ッ
ク
フ
ァ
ス
ト
）
の
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

後
年
ロ
ン
ド
ン
に
勤
務
す
る
機
会
が
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
宿
の
コ
ン

セ
プ
ト
や
存
在
は
英
国
輸
入
な
の
だ
と
理
解
し
ま
し
た
。
英
国
に
も
同

じ
よ
う
な
田
舎
の
宿
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
紹
介
す
る
本
が
い
ろ
い
ろ

あ
り
、
写
真
を
眺
め
る
だ
け
で
楽
し
め
ま
す
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
時
代
に
私
が
愛
読
し
た
の
は
『
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
お
勧
め
の
イ
ン
』
と
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
、「
シ
ュ
ガ
ー
ヒ
ル
・

イ
ン
」
も
お
勧
め
の
一
つ
で
し
た
。
こ
の
と
き
こ
こ
を
私
が
選
ん
だ
の

は
、
そ
の
可
愛
ら
し
い
名
前
に
も
惹
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。



昭和天皇の戦後
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『
昭
和
天
皇
拝
謁
記
』（
以
下
『
拝
謁
記
』
と
略
す
）
は
初
代
宮
内
庁

長
官
、
田
島
道
治
が
在
任
中
（
一
九
四
八
―
五
三
年
）
に
昭
和
天
皇
と

交
わ
し
た
面
談
の
克
明
な
記
録
で
、
二
〇
一
九
年
に
田
島
の
遺
族
に
よ

り
公
開
さ
れ
た
。
本
記
録
は
六
人
の
研
究
者
か
ら
成
る
編
集
委
員
に

よ
っ
て
解
読
さ
れ
、
詳
細
な
検
証
を
経
て
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て

昨
年
五
月
に
全
七
巻
の
完
結
を
見
た
。

昭
和
天
皇
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
記
録
、
伝
記
類
が
書
か
れ

て
居
り
、二
〇
一
四
年
に
は
宮
内
庁
よ
り
公
式
記
録
『
昭
和
天
皇
実
録
』

全
六
十
巻
も
公
開
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
に
は
学
術
的
に
優
れ
た
研
究

も
あ
る
が
、
多
く
は
所
謂
「
顕
彰
録
」
の
類
い
で
、
学
問
的
な
批
判
に

耐
え
る
も
の
は
意
外
に
少
な
い
。
ま
し
て
や
等
身
大
の
天
皇
を
知
る
手

掛
り
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
天
皇
の
肉
声
を
伝
え
る
記
録
と
な
る
と
さ
ら

に
少
な
く
、我
々
が
目
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
（『
昭
和
天
皇
実
録
』

の
他
は
）、
敗
戦
直
後
に
東
京
裁
判
へ
の
準
備
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た

所
謂
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』（
一
九
九
一
年
、文
藝
春
秋
社
）
の
み
で
あ
っ

た
。『
拝
謁
記
』
は
そ
の
点
で
、
戦
後
の
五
年
間
に
限
ら
れ
る
と
は
言

え
肉
声
の
記
録
で
、
昭
和
最
大
の
政
治
家
で
あ
っ
た
天
皇
の
実
像
に
迫

る
第
一
級
の
史
料
で
あ
る
。
筆
者
も
第
一
巻
か
ら
丁
寧
に
読
ん
で
き
た

が
、
従
来
の
天
皇
像
を
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
新
し
い
発
見
に
満
ち
て

居
り
、
日
本
近
代
史
と
天
皇
制
に
関
心
を
持
つ
者
と
し
て
、
齢
甲
斐
も

な
く
興
奮
を
覚
え
た
。
公
開
後
『
拝
謁
記
』
は
大
き
な
話
題
と
な
り
、

N
H
K
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ド
ラ
マ
に
仕
立
て
ゝ
放
映
し
た
の

で
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
少
な
く
な
い
と
思
う
。（
橋
爪
功
が
主
役
の
田

島
を
好
演
し
て
い
た
）　

全
七
巻
は
五
巻
に
及
ぶ
拝
謁
記
録
と
、
当
該
時
期
の
「
田
島
道
治
日

記
」
及
び
来
簡
の
各
一
巻
か
ら
成
る
が
、あ
く
ま
で
記
録
、史
料
で
あ
っ

て
著
作
で
は
な
い
の
で
、
筆
者
が
『
拝
謁
記
』
か
ら
得
た
戦
後
の
昭
和

天
皇
像
を
述
べ
る
こ
と
で
書
評
に
替
え
た
い
。

筆
者
が
強
い
印
象
を
得
た
第
一
は
、
昭
和
天
皇
は
最
後
ま
で
「
象
徴

天
皇
」
が
理
解
出
来
な
か
っ
た
よ
う
だ
と
い
う
点
。
天
皇
に
は
「
立
憲

君
主
」
が
理
解
も
出
来
、
受
け
容
れ
ら
れ
る
限
界
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
天
皇
は
理
想
的
な
「
帝
王
学
」
を
受
け
た
は
ず
だ
が
、

二
十
世
紀
の
政
治
家
に
最
も
必
要
な
は
ず
の
社
会
科
学
的
素
養
は
ほ
と

ん
ど
学
ん
で
い
な
い
。

第
三
に
、
天
皇
は
極
め
て
強
い
反
共
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

第
四
に
、
天
皇
は
自
分
の
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
皇
族
全
体
や
、
時
に

昭
和
天
皇
の
戦
後

　
　
　

―
田
島
道
治
『
昭
和
天
皇
拝
謁
記
』
に
見
る
―

向
坂
勝
之
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は
戦
後
一
市
民
に
な
っ
た
旧
皇
族
ま
で
含
む
大
家
族
の
「
家
父
長
」
と

し
て
の
自
覚
が
強
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
細
心
の
気
配
り
を
し
て
い
る
。

最
後
の
「
家
父
長
と
し
て
の
天
皇
」
か
ら
見
て
ゆ
け
ば
、
天
皇
に
は

二
男
五
女
が
あ
り
、妻
（
香
淳
皇
后
）
と
と
も
に
我
々
の
云
う
「
小
家
族
」

を
成
し
て
い
た
。
戦
後
の
緊
張
を
強
い
ら
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
も
妻
子

へ
の
愛
情
は
極
め
て
細
や
か
で
、
殊
に
嫁
ぐ
娘
た
ち
へ
の
心
配
り
に
は

並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
感
銘
を
受
け
る
。
こ
の
他
に
母
親
（
貞
明

皇
后
）
と
三
人
の
弟
も
敗
戦
後
ま
で
健
在
で
あ
っ
た
。
長
弟
（
秩
父
宮
）、

次
弟
（
高
松
宮
）
と
は
齢
も
近
く
、
戦
前
か
ら
兄
弟
に
あ
り
が
ち
な
確

執
が
あ
っ
た
が
、
戦
後
も
天
皇
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
見
解
に
相
違
も

見
ら
れ
、
し
ば
し
ば
田
島
と
の
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
他
に
天
皇
に
は
「
旧
皇
族
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
居
た
。

ほ
と
ん
ど
が
南
北
朝
時
代
の
北
朝
の
天
皇
、崇
光
院
の
子
孫
で
あ
る「
伏

見
宮
家
」
と
そ
の
明
治
以
降
の
分
家
で
、
親
戚
と
言
っ
て
も
現
天
皇
家

か
ら
は
六
百
年
近
く
遡
ら
ね
ば
辿
り
着
け
な
い
遠
縁
で
あ
る
。
当
時

十
一
宮
家
五
十
一
人
が
居
た
が
、
一
九
四
七
年
に
皇
籍
を
離
脱
し
て
一

般
市
民
に
な
っ
た
。
そ
の
際
多
少
の
一
時
金
が
与
え
ら
れ
た
が
、
戦
後

の
経
済
的
混
乱
で
ほ
と
ん
ど
が
生
活
に
困
窮
し
、
不
祥
事
に
巻
き
込
ま

れ
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
既
に
皇
族
で
は
な
い
の
だ
が
、

天
皇
は
彼
ら
の
生
活
に
も
心
遣
い
を
見
せ
、
そ
の
為
の
具
体
的
な
配
慮

は
宮
内
庁
長
官
田
島
の
仕
事
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
た
。
戦
後

「
家
」
制
度
が
廃
さ
れ
た
と
は
い
え
、
皇
室
に
は
そ
の
残
滓
が
少
な
か

ら
ず
見
ら
れ
、
彼
ら
へ
の
心
配
り
も
欠
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以

上
は
天
皇
の
私
的
生
活
で
あ
る
。

残
る
三
点
に
つ
い
て
少
し
詳
細
に
見
て
ゆ
こ
う
。先
ず
第
一
点
の「
象

徴
天
皇
」
に
つ
い
て
。

新
憲
法
の
「
象
徴
天
皇
」
も
広
義
に
は
立
憲
君
主
制
の
一
つ
で
は
あ

る
が
、
一
切
の
政
治
的
権
限
が
な
い
点
で
究
極
の
制
限
君
主
制
と
言
え

る
。
そ
れ
で
も
天
皇
に
は
、
首
相
以
下
の
「
内
奏
」
な
ど
を
通
じ
て
内

外
の
第
一
級
の
情
報
が
届
い
て
い
た
。
し
か
し
「
内
奏
」
は
非
公
式
な

も
の
で
、
象
徴
天
皇
に
必
要
な
教
養
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
天
皇
の
感
想
を
聞
く
も
の
で
も
、
ま
し
て
や
意
見
を
聞
く
場

で
も
な
い
。
敗
戦
ま
で
の
天
皇
は
主
権
者
で
あ
り
、
首
相
以
下
の
「
奏

上
」
に
は
意
見
を
述
べ
「
裁
可
」
を
与
え
て
い
た
が
、「
象
徴
天
皇
」

は
首
相
以
下
へ
の
影
響
を
避
け
る
た
め
、
意
見
は
お
ろ
か
感
想
を
述
べ

る
こ
と
も
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
皇
に
は
こ
れ
が
大
い
に
不
満
で
、

「
英
国
王
は
首
相
と
二
人
き
り
の
時
は
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
そ
う
だ
が
―
」
と
田
島
に
訴
え
る
の
だ
が
、
田
島
は
立
憲
君

主
と
象
徴
天
皇
の
違
い
を
丁
寧
に
説
明
し
、
天
皇
を
諭
し
て
い
る
。

田
島
の
退
任
後
の
話
だ
が
、
防
衛
庁
長
官
（
当
時
）
に
よ
る
「
内
奏

漏
洩
事
件
」
を
ご
記
憶
の
方
が
あ
ろ
う
。
一
九
七
三
年
、
増
原
惠
吉
長

官
の
内
奏
に
際
し
天
皇
が
「
近
隣
諸
国
に
比
べ
自
衛
力
が
さ
ほ
ど
大
き

い
と
は
思
え
な
い
が
、
何
故
国
会
で
こ
れ
が
問
題
に
な
る
の
か
？
」
と

質
問
し
、
増
原
が
「
我
が
国
は
専
守
防
衛
を
基
本
と
す
る
の
で
、
そ
の

点
か
ら
様
々
な
議
論
が
あ
り
得
る
」
と
応
じ
る
と
、
天
皇
は
「
防
衛
問
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は
じ
め
に

発
端
は
こ
こ
か
ら
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ル
・
サ
イ
モ
ン
と
ガ
ー
フ
ァ
ン

ク
ル
の
「
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
サ
イ
レ
ン
ス
」
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ

は
、
友
人
が
学
生
時
代
の
頃
の
思
い
出
に
懐
か
し
い
だ
ろ
う
か
ら
と

メ
ー
ル
に
添
付
し
て
よ
こ
し
た
一
曲
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
1
9
6
0
年

代
に
世
界
的
に
大
ヒ
ッ
ト
し
た
昔
懐
か
し
い
曲
で
あ
り
、
そ
の
メ
ロ

デ
ィ
は
今
で
も
覚
え
て
い
て
す
ぐ
に
反
応
し
口
ず
さ
む
こ
と
が
で
き
る

ほ
ど
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
彼
ら
二
人
が
歌
っ
て
い
る
メ
ロ
デ
ィ
に
な
つ
か
し
さ
は
あ

る
も
の
の
、
私
の
関
心
は
そ
れ
で
は
な
く
、
こ
の
歌
の
題
名
と
歌
詞
が

示
す
内
容
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
当
時
メ
ロ
デ
ィ
の
斬
新
な
美
し
さ
と

二
人
の
絶
妙
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
感
心
し
て
い
た
が
、
歌
詞
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
ま
で
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
こ

の
曲
の
作
詞
、
作
曲
は
ポ
ー
ル
・
サ
イ
モ
ン
で
、
今
回
は
こ
の
題
名
「
サ

ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
サ
イ
レ
ン
ス　

T
he Sound of Silence

」
そ
の
も

の
の
意
味
に
こ
そ
興
味
を
惹
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
沈
黙
の
響
き
（
音
）」
あ
る
い
は
「
沈
黙
の
な
か
で
聞
こ
え
る
声

無
き
声
」
と
は
そ
れ
自
体
自
己
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
沈
黙
の
な

か
に
音
は
存
在
し
て
い
る
の
か
、
誰
か
が
、
何
の
目
的
で
発
し
て
い
る

の
か
、
そ
れ
に
対
し
て
人
々
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
る
の
か
、
い
な
い

の
か
、
気
づ
い
て
い
る
人
は
そ
れ
に
ど
う
反
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

い
う
の
か
、
等
々
非
常
に
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が

こ
こ
に
歌
詞
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
こ
の
歌
詞
の
邦
訳
は
ロ
バ
ー
ト
・
ヒ
ル
バ
ー
ン
著
・
奥
田
祐
士
訳
『
ポ
ー
ル
・

サ
イ
モ
ン　

音
楽
と
人
生
を
語
る
』（ 

注 

① 

）
を
参
照
し
た
。）

H
ello darkness, m

y old friend 

　

や
ぁ
暗
闇
、
わ
が
旧
友
よ

I’ve com
e to talk w

ith you again 

　

「The Sound of Silence」
とその時代

ダニエル・ベルの主張と
日本の新しい取り組み事例

村井睦男
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ま
た
き
み
と
話
し
に
来
て
し
ま
っ
た

Because a vision softly creeping 
　

そ
っ
と
忍
び
寄
っ
て
く
る
幻
が

Left its seeds w
hile I w

as sleeping

　

眠
っ
て
い
る
間
に
種
を
撒
い
て
行
っ
た
か
ら

A
nd the vision that w

as planted 

　

そ
し
て
僕
の
頭
に
植
え
付
け
ら
れ
た

In m
y brain still rem

ains

　

そ
の
幻
は
今
も
消
え
残
っ
て
い
る

W
ithin the sound of silence

　

沈
黙
の
響
き
の
な
か
に

In restless dream
s I w

alked alone

　

せ
わ
し
な
い
夢
の
な
か
を
僕
は
一
人
歩
い
た

N
arrow

 streets of cobblestone

　

丸
石
敷
き
の
狭
い
舗
道
を

N
eath the halo of a street lam

p

　

街
灯
の
光
の
輪
の
下
で

I turned m
y collar to the cold and dam

p 

　

寒
さ
と
湿
気
に
僕
は
襟
を
立
て
た

W
hen m

y eyes w
ere stabbed by 

　

す
る
と
夜
を
引
き
裂
く
ネ
オ
ン
照
明
の

T
he flash of a neon light that split the night

　

閃
光
に
僕
の
目
は
刺
さ
れ

A
nd touched the sound of silence 

　

沈
黙
の
響
き
に
触
れ
た

A
nd in the naked light I saw

 

　

裸
電
球
の
下
で　

僕
は
見
た

T
en thousand people. m

aybe m
ore 

　

一
万
か
も
っ
と
多
く
の
群
衆
を

People talking w
ithout speaking 

　

口
を
開
か
ず
に
話
す
人
々

People hearing w
ithout listening 

　

耳
を
傾
け
ず
に
聞
く
人
々

People w
riting songs 

　

だ
れ
の
声
も
分
か
ち
合
う
こ
と
の
な
い
曲
を

T
hat voices never share  

　

書
く
人
々

A
nd no one dared  

　

そ
し
て
誰
も
あ
え
て　

沈
黙
の
響
き
を

D
isturb the sound of silence 

　

か
き
乱
そ
う
と
は
し
な
い

“Fools”, said I, “Y
ou do not know

 

「
馬
鹿
な
」
と
僕
は
言
っ
た
「
君
た
ち
は
知
ら
な
い
ん
だ
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1
　
音
楽
展
示
の
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て

近
年
、
博
物
館
界
隈
で
は
、「
音
楽
を
展
示
す
る
こ
と
」
へ
の
関
心

が
改
め
て
高
ま
り
を
見
せ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
立
体
音
響
や
仮
想
現
実

（
V
R
）
な
ど
技
術
的
な
選
択
肢
が
広
が
り
ゆ
く
昨
今
、
音
楽
を
展
示

す
る
「
方
法
論
」
に
つ
い
て
、
ひ
い
て
は
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
音
楽
展

示
の
「
意
義
」
と
「
固
有
性
」
に
つ
い
て
、
新
た
に
議
論
が
交
わ
さ
れ

始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

た
と
え
ば
二
〇
一
九
年
、
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
論
に
通
じ
る
河

原
啓
子
は
、
こ
れ
ま
で
の
音
楽
展
示
の
諸
事
例
を
整
理
し
た
う
え
で
、

そ
の
展
示
形
式
が
備
え
る
可
能
性
と
有
用
性
に
つ
い
て
改
め
て
議
論
を

展
開
し
た
。
河
原
は
、
そ
も
そ
も
音
楽
展
示
の
特
異
性
は
、
モ
ノ
を
体

系
的
に
「
実
見
」
さ
せ
る
装
置
で
あ
る
博
物
館
に
お
い
て
、観
客
が
「
聴

覚
を
伴
う
鑑
賞
」
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と

主
張
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
あ
る

い
は
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
別
角
度
か
ら
払
拭
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
音

楽
展
示
に
お
い
て
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
実
施
や
音
楽

家
の
貴
重
な
遺
品
の
展
示
、
あ
る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
に
よ
り
ラ
ン
ダ
ム
生
成
さ
れ
る
音
楽
と
映
像
の
展
示
と
い
っ
た
、

様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て
き
た
と
論
じ
る
。
そ
の
う
え
で
、

ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
た
め
の
そ
う
し
た
種
々
の
方
策
は
む
し
ろ
、
従

来
の
展
示
に
は
な
い
「
い
ま
」「
こ
こ
に
」「
一
回
限
り
」
と
い
う
特
色
、

す
な
わ
ち
複
製
技
術
時
代
に
消
滅
し
た
と
さ
れ
る
一
回
性
の「
ア
ウ
ラ
」

を
生
じ
さ
せ
る
と
し
、
そ
の
点
に
こ
そ
音
楽
展
示
の
有
用
性
が
あ
る
の

だ
と
結
論
づ
け
て
い
る（
１
）。

ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
論
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究

を
専
門
と
す
る
村
田
麻
里
子
は
近
年
の
論
文
に
お
い
て
、「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

文
化
」
を
展
示
す
る
方
法
を
検
討
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
設
定
の
も
と
、

特
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
展
示
の
手
法
と
課
題
に
つ
い
て
重
点
的
な
検
討

を
行
な
っ
て
い
る
。
村
田
は
、
二
〇
一
三
年
と
二
〇
一
五
年
に
神
奈
川

県
内
で
開
催
さ
れ
た
「
70

’s
バ
イ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
！
」
展
を
主
な
事
例

と
し
て
、「
展
示
空
間
で
音
を
流
す
こ
と
」
の
難
し
さ
や
そ
れ
ら
の
音

楽
に
付
随
す
る
権
利
と
許
諾
の
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
、
音
楽
展
示
に

音
楽
展
示
を
め
ぐ
る
小
考

シ
カ
ゴ
歴
史
博
物
館 “A

m
plified : Chicago Blues” 

の
展
示
評
を
中
心
に

髙
橋
和
雅
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ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
方
法
論
的
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る（
２
）。
さ

ら
に
二
〇
二
一
年
、
博
物
館
論
、
文
化
資
源
学
に
精
通
す
る
寺
田
鮎
美

は
、「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
音
」
を
主
題
と
す
る
論
考
で
、
現
代
の
博
物

館
に
お
け
る
「
音
」「
聴
覚
」
の
活
用
可
能
性
を
総
合
的
に
検
討
し
た
。

寺
田
は
ま
ず
、
コ
ロ
ナ
禍
で
ハ
ン
ズ
オ
ン
展
示
（
手
で
触
れ
る
こ
と
が

可
能
な
体
験
型
展
示
）
に
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
昨
今
の
状
況
を
鑑

み
た
う
え
で
、
改
め
て
「
聴
覚
」
を
通
じ
て
来
館
者
の
博
物
館
体
験
を

豊
か
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
サ
ウ
ン

ド
ス
ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ
ン
」
や
「
音
に
よ
る
拡
張
現
実
（
A
R
）
の
導
入
」

と
い
っ
た
諸
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
例
示
し
、
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
音
楽
展
示
に
特
化
し
た
議
論
と
い
う
よ
り
は
、
い
わ
ば
「
音
」
と
博

物
館
の
関
係
性
を
問
い
直
す
総
論
と
い
え
る
が
、
し
か
し
同
論
考
お
い

て
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
音
楽
」
に
導
か
れ
る
Ａ
Ｒ
体
験
の
可
能
性
な
ど
も

挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
音
楽
展
示
の
方
法
論
を
問
う

文
脈
に
お
い
て
も
重
要
な
議
論
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る（
３
）。

あ
る
い
は
音
楽
展
示
に
つ
い
て
論
じ
た
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
井

上
裕
太
の
『
日
本
音
楽
博
物
館
論
』
も
ま
た
、
注
目
す
べ
き
成
果
で
あ

ろ
う
。
博
物
館
学
や
博
物
館
の
歴
史
的
研
究
に
通
じ
る
井
上
は
、
本
書

に
お
い
て
ま
ず
、
明
治
か
ら
近
現
代
に
か
け
て
の
国
内
の
音
楽
博
物
館

の
思
想
的
、
お
よ
び
実
際
的
な
変
遷
を
体
系
化
し
て
ま
と
め
る
こ
と
を

試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
整
理
の
う
え
で
、
現
代
の
国
内
音
楽
博

物
館
を
形
態
別
に
「
分
類
」
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
楽
博
物
館
の
現
状
と

課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
寺
田
研
究
同
様
に
本
書

も
ま
た
、
必
ず
し
も
音
楽
展
示
の
方
法
論
に
特
化
し
た
研
究
で
は
な
い
。

し
か
し
、
各
博
物
館
の
現
状
の
整
理
を
進
め
る
な
か
で
、
あ
る
種
必
然

的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
音
楽
展
示
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
音
楽
家
博
物
館
」
に
は
「
真
正
性
を

重
視
し
、
音
楽
家
自
身
の
生
活
ぶ
り
の
表
出
す
る
」
展
示
、「
民
族
音

楽
博
物
館
」
に
は
「
伝
統
芸
能
と
組
み
合
わ
せ
て
地
域
文
化
と
し
て
発

信
す
る
」
展
示
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
各
展
示
方
式
の
細
か
な
例
示
と

検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
井
上
は
、
音
楽
家
顕
彰

の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
る
展
示
を
厚
め
に
取
り
上
げ
て
お
り
、
実
際

に
東
海
林
太
郎
や
上
原
敏
に
関
す
る
事
例
に
触
れ
な
が
ら
、「
音
楽
家

個
人
の
人
間
性
の
表
出
す
る
展
示
」
を
目
指
す
方
向
に
発
展
の
可
能
性

を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
鑑
み
る
に
、
音
楽
展
示
の
方
法
論
部
分

に
関
し
て
も
、
本
書
は
肝
要
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る（
４
）。

加
え
て
、
個
々
の
研
究
者
や
学
芸
員
、
博
物
館
関
係
者
に
よ
る
提
言

は
も
ち
ろ
ん
、
博
物
館
全
体
で
音
楽
展
示
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
試
み

も
、
改
め
て
進
み
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
近
年
の
事
例
で
特
に
注
目
す

べ
き
は
、
国
立
民
族
学
博
物
館
の
取
り
組
み
で
あ
ろ
う
。
国
立
民
族
学

博
物
館
は
か
ね
て
よ
り
「
モ
ノ
と
し
て
の
楽
器
の
展
示
」
に
留
ま
ら
な

い
「
文
化
と
し
て
の
音
、
音
楽
の
展
示
」
を
標
榜
し
、
常
設
的
に
音
楽

展
示
を
行
な
っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
二
〇
二
一
年
三
月
に
そ
の
内
容
を

一
部
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
、
音

の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
わ
せ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
導
入
や
、
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