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はしがき

は
し
が
き

　

�

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ン
・
グ
ロ
ス
゠
ロ
ー
　

　
二
〇
一
三
年
の
さ
わ
や
か
な
秋
晴
れ
の
朝
、
わ
た
し
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
中
国
哲
学
の
講
座
を
聴
講

し
た
。
『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』
誌
に
記
事
を
書
く
た
め
だ
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
講
座
は
ア
メ
リ
カ
人

に
は
な
じ
み
の
薄
い
テ
ー
マ
の
学
部
授
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
も
学
生
受
け
し
そ
う
な
経
済
学
入

門
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
に
次
い
で
、
学
内
で
三
番
目
の
人
気
を
誇
る
と
い
う
か
ら
だ
。

　
壇
上
に
立
っ
た
の
は
マ
イ
ケ
ル
・
ピ
ュ
エ
ッ
ト
教
授
。
長
身
で
精
気
に
あ
ふ
れ
、
年
の
こ
ろ
は
四
〇
代

後
半
だ
ろ
う
。
「
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
」
で
知
ら
れ
る
サ
ン
ダ
ー
ス
シ
ア
タ
ー
に
集
ま
っ
た
七
〇
〇
人

を
超
え
る
学
生
に
熱
く
語
り
は
じ
め
た
。
人
を
魅
了
せ
ず
に
お
か
な
い
と
評
判
の
教
授
の
講
義
は
ち
ょ
っ

と
変
わ
っ
て
い
て
、
講
義
資
料
も
ス
ラ
イ
ド
も
な
い
。
毎
回
、
教
授
が
五
〇
分
間
ひ
た
す
ら
熱
弁
を
ふ
る

う
。
学
生
に
与
え
ら
れ
る
課
題
は
、
古
代
の
哲
学
者
が
残
し
た
こ
と
ば
─
─
孔
子
の
『
論
語
』、
『
老
子

道
徳
経
』、
『
孟
子
』
な
ど
─
─
を
英
訳
で
読
ん
で
く
る
こ
と
だ
け
。
中
国
史
や
哲
学
に
つ
い
て
の
予
備
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知
識
も
興
味
も
必
要
な
い
。
た
だ
、
中
国
の
古
典
に
虚
心
に
向
き
合
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
い
い
。
こ
の
講

座
は
、
毎
年
、
最
初
の
授
業
で
教
授
が
大
胆
な
約
束
を
す
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
る
。
「
中
国
哲
学
と
真

摯
に
向
き
合
う
な
ら
、
き
っ
と
き
み
の
人
生
は
変
わ
る
」

　
わ
た
し
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
東
ア
ジ
ア
史
の
博
士
号
を
取
得
し
た
し
、
大
学
院
生
の
と
き
に
は
学

部
生
に
中
国
哲
学
を
教
え
て
も
い
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
な
じ
み
の
な
い
題
材
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
日
、
そ
し
て
つ
づ
く
数
週
間
に
わ
た
っ
て
講
座
を
聴
講
す
る
う
ち
に
、
中
国
哲
学
の
概
念
に
わ
た
し

の
知
り
え
な
か
っ
た
新
奇
な
息
吹
が
も
た
ら
さ
れ
る
さ
ま
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
マ
イ

ケ
ル
は
学
生
に
対
し
て
、
た
ん
に
古
代
哲
学
者
の
思
想
と
格
闘
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
や
自
分
の

生
き
る
世
界
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
前
提
を
問
い
な
お
し
て
み
る
よ
う
求
め
て
い
た
。

　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
講
座
に
と
ど
ま
ら
ず
、
マ
イ
ケ
ル
は
世
界
各
地
の
大
学
や
機
関
で
も
中
国
哲
学
に

つ
い
て
講
演
し
て
い
る
。
ど
こ
で
話
し
て
も
、
講
演
後
は
か
な
ら
ず
聴
衆
に
取
り
囲
ま
れ
る
。
自
分
自
身

の
人
生
や
現
実
の
問
題
、
た
と
え
ば
、
人
間
関
係
や
仕
事
や
家
族
内
の
葛
藤
に
今
回
の
話
を
生
か
す
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
ぜ
ひ
知
り
た
い
と
い
う
人
た
ち
だ
。
聴
衆
は
、
中
国
の
古
典
思
想
を
知
る
こ
と
が
、

幸
せ
で
有
意
義
な
人
生
の
あ
り
方
を
新
鮮
な
目
で
見
つ
め
な
お
す
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
に
は
た
と
気
づ

く
。
こ
れ
ま
で
真
実
だ
と
思
い
込
ん
で
き
た
大
半
の
も
の
と
食
い
ち
が
う
も
の
の
見
方
だ
。

　
そ
の
よ
う
な
見
方
が
よ
り
よ
い
生
き
方
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
人
は
多
い
。
マ
イ
ケ
ル
の
学
生
た
ち
に

話
を
き
く
と
、
中
国
哲
学
を
知
っ
て
人
生
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
た
と
い
う
実
例
が
い
く
つ
も
出
て
く
る
。
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はしがき

人
間
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
が
変
わ
り
、
今
で
は
、
ご
く
小
さ
な
行
動
が
自
分
に
も
ま
わ
り
の
人
に
も
波

及
効
果
を
お
よ
ぼ
す
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
学
生
も
い
る
。
あ
る
学
生
は
言
う
。
「
ピ
ュ
エ

ッ
ト
教
授
は
、
ま
わ
り
の
世
界
と
の
か
か
わ
り
方
や
、
自
分
の
感
情
と
の
向
き
合
い
方
に
別
の
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
自
分
に
対
し
て
も
ほ
か
の
人
に
対
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
感

じ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
穏
や
か
な
心
の
も
ち
よ
う
が
あ
る
こ
と
も
」

　
将
来
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
べ
き
立
場
に
い
る
有
能
な
若
者
た
ち
か
ら
、
中
国
の
古
典

思
想
の
お
か
げ
で
人
生
を
左
右
す
る
大
き
な
決
断
へ
の
向
き
合
い
方
や
生
き
る
道
筋
が
い
か
に
変
わ
っ
た

か
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
選
ん
だ
道
が
金
融
だ
ろ
う
と
、
人
類
学
だ
ろ
う
と
、
法
曹
界
だ
ろ
う
と
、
医
療

だ
ろ
う
と
、
若
者
た
ち
は
そ
れ
ま
で
教
わ
っ
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
手
だ
て
と
世
界
観
を
身
に
つ
け
、

人
生
の
意
味
を
と
ら
え
な
お
し
、
人
生
の
無
限
の
可
能
性
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
あ
る
学
生
の
こ
と
ば
を

借
り
よ
う
。
「
ど
う
も
人
は
、
地
位
で
も
居
場
所
で
も
、
な
に
か
究
極
の
目
標
へ
向
か
っ
て
日
々
を
積
み

重
ね
て
、
夢
の
完
成
ま
で
階
段
を
の
ぼ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

で
も
、
こ
の
講
義
で
学
ん
だ
の
は
、
生
き
方
を
変
え
れ
ば
、
想
像
も
し
な
か
っ
た
可
能
性
に
目
を
向
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
」

　
学
生
の
人
間
形
成
を
方
向
づ
け
る
の
は
、
古
代
哲
学
の
文
言
だ
け
で
は
な
い
。
マ
イ
ケ
ル
自
身
が
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
だ
。
謙
虚
で
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
学
生
が
大
成
す
る
よ
う
尽
力
す
る
こ
と
で
知

ら
れ
る
。
数
十
年
に
わ
た
っ
て
中
国
思
想
に
没
頭
す
る
な
か
で
身
に
つ
い
た
特
質
だ
ろ
う
。
「
教
授
は
中
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国
思
想
の
教
え
を
完
全
に
体
現
し
て
い
ま
す
」
と
話
す
学
生
も
い
る
。

　
中
国
哲
学
が
、
そ
れ
を
学
ぶ
者
に
こ
れ
ほ
ど
強
烈
な
影
響
を
与
え
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
「
自
己
を
受

け
入
れ
る
」
と
か
、
「
自
己
を
見
つ
け
る
」
と
か
、
手
順
に
従
っ
て
特
定
の
目
標
を
達
成
す
る
と
い
っ
た

観
念
と
は
無
縁
の
思
想
だ
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
も
の
と
は
正
反
対
と
い
え
る
。
具
体
的
で
も
な

け
れ
ば
、
決
ま
っ
た
や
り
方
も
な
い
し
、
大
仰
で
も
な
い
。
思
い
も
よ
ら
な
い
、
ま
っ
た
く
予
想
外
の
形

で
土
台
か
ら
す
べ
て
変
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
る
学
生
は
、
生
ま
れ
つ
き
身
に
染
み
つ
い
て
い
る
と
思

い
込
ん
で
い
た
こ
と
が
ら
が
本
当
は
そ
う
で
な
い
と
気
づ
く
だ
け
で
、
ど
れ
だ
け
心
が
自
由
に
な
る
か
話

し
て
く
れ
た
。
「
新
し
い
習
慣
を
身
に
つ
け
て
、
自
分
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
は
、
本
当
に
可
能
な
ん

で
す
。
世
の
中
を
ど
う
わ
た
っ
て
い
く
か
、
世
界
に
ど
う
対
応
す
る
か
、
他
人
と
ど
う
接
す
る
か
は
変
え

て
い
け
る
。
わ
た
し
が
学
ん
だ
の
は
、
習
慣
、
つ
ま
り
〈
礼
〉
の
も
つ
こ
の
力
に
習
熟
す
れ
ば
、
勝
手
に

自
分
を
枠
に
は
め
て
無
理
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
ご
と
で
も
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
」

　
わ
た
し
た
ち
は
長
い
あ
い
だ
、
ま
ち
が
っ
た
レ
ン
ズ
を
通
し
て
中
国
思
想
を
見
て
き
た
。
「
伝
統
的

な
」
世
界
と
切
り
離
せ
な
い
古
代
の
思
想
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
現
代
の
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
は
時
代

遅
れ
だ
と
考
え
が
ち
だ
っ
た
。
し
か
し
、
学
生
た
ち
が
証
言
す
る
と
お
り
、
古
代
の
哲
学
者
の
教
え
は
、

わ
た
し
た
ち
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
信
じ
て
き
た
通
念
に
疑
い
を
い
だ
か
せ
る
。
世
界
と
ど
う
向
き
合
う

か
─
─
他
人
と
ど
う
つ
き
合
い
、
ど
の
よ
う
に
決
断
を
く
だ
し
、
人
生
の
浮
き
沈
み
に
ど
う
対
処
し
、
ど

の
よ
う
に
他
人
を
感
化
し
よ
う
と
試
み
、
人
生
の
送
り
方
を
ど
う
選
ぶ
か
─
─
に
つ
い
て
の
教
え
は
、
二
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はしがき

〇
〇
〇
年
前
と
変
わ
ら
ず
現
在
も
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
。
む
し
ろ
、
か
つ
て
以
上
に
重
要
に
な
っ

て
い
る
。

　
マ
イ
ケ
ル
と
わ
た
し
は
、
中
国
哲
学
が
す
べ
て
の
人
の
心
に
訴
え
か
け
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
い

た
り
、
そ
の
よ
う
な
し
だ
い
で
こ
の
本
は
誕
生
し
た
。
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
中
国
哲
学
の
教
え
が
い
か

に
き
み
自
身
や
き
み
の
将
来
に
つ
い
て
見
つ
め
な
お
す
可
能
性
を
ひ
ら
い
て
く
れ
る
か
知
っ
て
い
た
だ
け

る
と
思
う
。



は
じ
め
に

　
孔
子
、
孟
子
、
老
子
、
荘
子
、
荀
子
。
よ
く
聞
く
名
前
も
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
名
前
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
一
人
は
、
官
僚
出
身
の
師
匠
で
、
小
集
団
の
弟
子
の
養
成
に
生
涯
を
捧
げ
た
。
別
の

一
人
は
、
各
地
を
遍
歴
し
て
諸
国
の
君
主
に
遊
説
し
た
。
死
後
、
神
格
化
さ
れ
た
思
想
家
も
い
る
。
古
代

の
思
想
家
た
ち
の
生
涯
や
著
述
は
、
今
の
わ
た
し
た
ち
の
目
に
は
漠
然
と
し
て
、
現
代
の
生
活
と
か
け
離

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
な
ん
と
い
っ
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
以
上
も
前
に
生
き
て
い
た
中
国
の
思
想
家
が
、
生
き
る
こ
と
に
つ
い

て
わ
た
し
た
ち
に
い
っ
た
い
な
に
を
教
え
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
古
代
の
思
想
家
に
思
い
を

は
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
調
和
や
自
然
に
つ
い
て
害
の
な
い
あ
り
き
た
り

の
こ
と
を
と
う
と
う
と
弁
じ
る
泰
然
自
若
と
し
た
賢
人
く
ら
い
に
ち
が
い
な
い
。
一
方
、
今
日
の
わ
た
し

た
ち
は
、
伝
統
か
ら
解
放
さ
れ
た
現
代
的
で
活
発
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
価
値
観
、
道
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はじめに

は
じ
め
に

　
孔
子
、
孟
子
、
老
子
、
荘
子
、
荀
子
。
よ
く
聞
く
名
前
も
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
名
前
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
一
人
は
、
官
僚
出
身
の
師
匠
で
、
小
集
団
の
弟
子
の
養
成
に
生
涯
を
捧
げ
た
。
別
の

一
人
は
、
各
地
を
遍
歴
し
て
諸
国
の
君
主
に
遊
説
し
た
。
死
後
、
神
格
化
さ
れ
た
思
想
家
も
い
る
。
古
代

の
思
想
家
た
ち
の
生
涯
や
著
述
は
、
今
の
わ
た
し
た
ち
の
目
に
は
漠
然
と
し
て
、
現
代
の
生
活
と
か
け
離

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
な
ん
と
い
っ
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
以
上
も
前
に
生
き
て
い
た
中
国
の
思
想
家
が
、
生
き
る
こ
と
に
つ
い

て
わ
た
し
た
ち
に
い
っ
た
い
な
に
を
教
え
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
古
代
の
思
想
家
に
思
い
を

は
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
調
和
や
自
然
に
つ
い
て
害
の
な
い
あ
り
き
た
り

の
こ
と
を
と
う
と
う
と
弁
じ
る
泰
然
自
若
と
し
た
賢
人
く
ら
い
に
ち
が
い
な
い
。
一
方
、
今
日
の
わ
た
し

た
ち
は
、
伝
統
か
ら
解
放
さ
れ
た
現
代
的
で
活
発
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
価
値
観
、
道
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徳
観
、
科
学
技
術
、
文
化
的
な
前
提
は
、
古
代
の
思
想
家
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
も
し
こ
う
聞
か
さ
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
が
、
ど
う
す
れ
ば
よ
り
善
良
な

人
間
に
な
り
、
よ
り
よ
い
世
界
を
築
け
る
か
を
考
え
る
う
え
で
、
直
観
と
は
根
本
か
ら
食
い
ち
が
う
視
点

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
し
た
ら
？
　
思
想
家
た
ち
の
こ
と
ば
と
真
摯
に
向
き
合
う
な
ら
、
古
代
中
国
の

す
ば
ら
し
い
文
言
に
込
め
ら
れ
た
思
想
の
力
に
よ
っ
て
、
き
み
の
人
生
が
一
変
す
る
と
し
た
ら
？
　
じ
つ

は
、
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
本
の
中
心
テ
ー
マ
だ
。
わ
た
し
た
ち
と
よ
く
似
た
問
題
と
格
闘
し
て
き
た
古
代
中

国
の
思
想
家
の
教
え
は
、
よ
い
人
生
を
送
る
方
法
に
つ
い
て
斬
新
な
視
点
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

　
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
自
分
の
心
を
の
ぞ
き
込
み
、
自
分
が
何
者
か
を
知
り
、
自
分
の
人
生
が
ど
う
な
る

べ
き
か
を
決
め
る
の
は
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ど
の
職
業
が
自
分
の
個
性
や
気
質
に
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
か
と
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
ど
ん
な
相
手
が
自
分
に
似
つ
か
わ
し
い
か
と
思
案
す
る
。

そ
し
て
、
本
当
の
自
分
や
、
就
く
べ
き
職
業
や
、
運
命
の
相
手
が
見
つ
か
れ
ば
、
充
実
し
た
人
生
を
送
れ

る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
本
当
の
自
分
を
は
ぐ
く
み
、
幸
せ
と
繁
栄
と
自
己
実
現
の
た
め
の
計
画
を
ま
っ

と
う
し
よ
う
と
考
え
る
。

　
わ
た
し
た
ち
に
自
覚
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
よ
い
人
生
を
築
く
方
法
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
よ

う
に
な
っ
た
起
源
は
歴
史
に
あ
り
、
と
り
わ
け
一
六
世
紀
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
。

予
定
説
、
「
選
ば
れ
た
る
者
」、
そ
し
て
、
神
は
個
々
の
人
間
が
ま
っ
と
う
す
べ
き
計
画
を
あ
ら
か
じ
め

定
め
て
い
る
と
い
っ
た
観
念
だ
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
、
儀
礼
を
型
ど
お
り
で
中
身
が
な
い
も
の
と
見
な
し
、
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はじめに

儀
礼
に
従
う
こ
と
を
否
定
し
て
、
人
の
上
に
立
つ
神
へ
の
心
か
ら
の
信
仰
を
強
調
し
た
。
今
の
わ
た
し
た

ち
は
、
も
は
や
予
定
説
や
選
ば
れ
た
る
者
と
い
う
次
元
で
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
な
い
し
、
な
か
に
は
神

さ
え
視
座
に
な
い
人
も
い
る
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
の
現
行
の
思
考
は
、
大
部
分
が
こ
う
し
た
初
期
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
考
え
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。

　
今
や
多
く
の
人
は
、
一
人
ひ
と
り
が
特
別
な
個
人
で
あ
り
、
お
の
れ
を
知
っ
て
い
て
当
然
だ
と
考
え
て

い
る
。
自
分
は
本
来
の
自
分
で
あ
る
べ
き
で
、
人
の
上
に
立
つ
神
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
自
身
の
な

か
に
見
い
だ
し
た
真
実
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
定
め
ら
れ
た
自
己
に
ふ

さ
わ
し
い
生
き
方
を
志
す
。

　
し
か
し
、
人
生
を
向
上
さ
せ
る
は
ず
の
こ
の
信
念
が
、
実
際
に
は
枷か

せ

に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
？

　
哲
学
と
い
う
と
、
抽
象
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
役
に
立
た
な
い
概
念
と
さ
え
い
わ
れ

る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
本
で
紹
介
す
る
思
想
家
た
ち
の
強
み
は
、
い
つ
も
具
体
的
で
平
凡
な
日
々
の
暮
ら

し
の
場
面
を
通
し
て
教
え
を
説
い
た
点
に
あ
る
。
ど
の
思
想
家
も
、
よ
り
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
充
実
し

た
人
生
が
は
じ
ま
る
の
は
、
そ
う
し
た
日
常
レ
ベ
ル
だ
と
考
え
て
い
た
。

　
こ
れ
か
ら
こ
の
思
想
家
た
ち
を
掘
り
さ
げ
て
い
く
な
か
で
、
ぜ
ひ
、
き
み
が
も
っ
と
も
大
切
に
し
て
い

る
観
念
を
問
い
な
お
し
て
み
て
も
ら
い
た
い
。
す
と
ん
と
腑
に
落
ち
る
思
想
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
思

想
も
あ
る
だ
ろ
う
。
書
い
て
あ
る
こ
と
す
べ
て
に
賛
同
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

自
分
の
思
想
と
か
け
離
れ
た
思
想
に
触
れ
る
だ
け
で
、
よ
い
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
分
の
想
定
が
、
何
通
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1　

伝
統
か
ら
〝
解
放
さ
れ
た
〟
時
代

　
人
類
は
一
九
世
紀
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
的
社
会
」
に
生
き
て
い
た
─
─
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
、

も
は
や
社
会
通
念
と
な
っ
て
い
る
。
伝
統
的
社
会
で
は
、
人
は
常
に
な
に
を
な
す
べ
き
か
指
図
さ
れ
た
。

だ
れ
も
が
既
存
の
社
会
構
造
に
生
ま
れ
落
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
生
が
決
ま
る
。
小
作
人
に
生
ま
れ
れ
ば

小
作
人
の
ま
ま
だ
し
、
貴
族
に
生
ま
れ
れ
ば
貴
族
の
ま
ま
生
き
る
。
生
ま
れ
た
家
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
の

金
と
権
力
を
も
つ
か
が
決
定
づ
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
、
誕
生
し
た
そ
の
日
か
ら
人
生
の
道
筋
は
定
め
ら
れ

て
い
る
。

　
こ
の
話
に
は
つ
づ
き
が
あ
る
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
人
は
よ
う
や
く
こ
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ

れ
た
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
す
べ
て
の
人
が
自
分
た
ち
は
理
性
的
に
思
考
で
き
る
個
人
な
の
だ
と
気
づ
い

た
。
人
間
は
み
ず
か
ら
決
断
を
く
だ
し
、
自
分
の
人
生
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
理
性
の
あ
る
生
き
も

の
と
し
て
、
か
つ
て
な
い
無
数
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
り
出
せ
る
。
社
会
通
念
に
よ
れ
ば
、
こ
の
気
づ
き
か

り
も
あ
る
想
定
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
気
づ
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
気
づ
い
て
し
ま
う

と
、
昔
の
ま
ま
の
人
生
に
は
も
う
も
ど
れ
な
い
。
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1　伝統から〝解放された〟時代

1　

伝
統
か
ら
〝
解
放
さ
れ
た
〟
時
代

　
人
類
は
一
九
世
紀
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
的
社
会
」
に
生
き
て
い
た
─
─
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
、

も
は
や
社
会
通
念
と
な
っ
て
い
る
。
伝
統
的
社
会
で
は
、
人
は
常
に
な
に
を
な
す
べ
き
か
指
図
さ
れ
た
。

だ
れ
も
が
既
存
の
社
会
構
造
に
生
ま
れ
落
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
生
が
決
ま
る
。
小
作
人
に
生
ま
れ
れ
ば

小
作
人
の
ま
ま
だ
し
、
貴
族
に
生
ま
れ
れ
ば
貴
族
の
ま
ま
生
き
る
。
生
ま
れ
た
家
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
の

金
と
権
力
を
も
つ
か
が
決
定
づ
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
、
誕
生
し
た
そ
の
日
か
ら
人
生
の
道
筋
は
定
め
ら
れ

て
い
る
。

　
こ
の
話
に
は
つ
づ
き
が
あ
る
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
人
は
よ
う
や
く
こ
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ

れ
た
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
す
べ
て
の
人
が
自
分
た
ち
は
理
性
的
に
思
考
で
き
る
個
人
な
の
だ
と
気
づ
い

た
。
人
間
は
み
ず
か
ら
決
断
を
く
だ
し
、
自
分
の
人
生
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
理
性
の
あ
る
生
き
も

の
と
し
て
、
か
つ
て
な
い
無
数
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
り
出
せ
る
。
社
会
通
念
に
よ
れ
ば
、
こ
の
気
づ
き
か
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ら
近
代
世
界
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
因
習
を
打
破
し
た
人
々
が
い
る
一
方
で
、
そ
こ
か
ら
置
き
去
り
に
な
っ
た
文
化
も
あ
っ
た
─

─
と
、
わ
た
し
た
ち
は
思
っ
て
い
る
。
多
く
の
人
に
と
っ
て
古
代
中
国
は
伝
統
的
社
会
の
極
み
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
階
層
と
序
列
の
世
で
生
き
る
た
め
に
厳
格
に
規
定
さ
れ
た
社
会
的
役
割
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。

　
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
世
界
か
ら
学
べ
る
こ
と
な
ど
な
に
も
な
い
に
決
ま
っ
て
い
る
─
─
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
伝
統
的
社
会
と
い
う
も
の
、
と
く
に
中
国
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
憧
憬

の
念
を
と
も
な
う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
具
合
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
今
は
も
う
互
い

が
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
が
、
伝
統
的
な
世
界
の
人
々
は
自
分
た
ち
を
宇
宙
と
調
和
し
て
生
き
る
者
と
と
ら

え
て
い
た
。
わ
た
し
た
ち
は
自
然
界
か
ら
離
脱
し
、
自
然
を
思
い
ど
お
り
に
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

伝
統
的
な
世
界
の
人
々
は
自
然
の
摂
理
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
し
た
。

　
伝
統
的
な
世
界
を
こ
の
よ
う
に
感
傷
的
に
と
ら
え
る
の
は
、
因
習
を
打
破
し
て
い
な
い
と
見
く
だ
す
の

と
同
じ
で
、
そ
こ
か
ら
は
や
は
り
な
に
も
学
べ
な
い
。
た
ん
に
郷
愁
を
誘
う
骨
董
品
か
な
に
か
の
よ
う
に

扱
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
博
物
館
で
エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
を
見
て
、
「
こ
い
つ
は
興
味
深
い
」
と
思
う
。
古

代
中
国
の
出
土
品
を
見
て
、
「
こ
れ
は
ま
た
珍
妙
な
」
と
思
う
。
見
れ
ば
好
奇
心
を
そ
そ
ら
れ
る
が
、
そ

の
時
代
や
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
世
界
に
も
ど
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
伝
統
的
な
世
界
で
生
き
た
い
と
も
、

そ
こ
か
ら
教
訓
を
得
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
近
代
的
で
な
い
か
ら
だ
。
よ
う
や
く
世
界
を
解
き
明
か
し
た
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1　伝統から〝解放された〟時代

の
は
わ
た
し
た
ち
で
あ
っ
て
、
彼
ら
で
は
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
と
お
り
、
わ
た
し
た
ち
の
「
伝
統
的
な
」
社
会
に
対
す
る
固
定
観
念

の
多
く
は
見
当
ち
が
い
だ
。
そ
し
て
、
過
去
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

　
わ
た
し
た
ち
の
歴
史
観
が
は
ら
む
危
険
性
は
、
人
類
の
歩
み
の
大
部
分
を
と
る
に
た
り
な
い
も
の
と
し

て
か
ろ
ん
じ
る
風
潮
を
ま
ね
い
て
き
た
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
現
在
支
配
的
な
思
想
だ
け
が
、
人
間
に
み

ず
か
ら
人
生
を
決
定
す
る
力
を
与
え
た
と
考
え
、
だ
か
ら
現
在
の
思
想
だ
け
が
正
し
い
と
思
い
込
ん
で
し

ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。

　
し
か
し
実
際
は
、
ど
う
す
れ
ば
自
分
で
人
生
を
切
り
ひ
ら
け
る
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
幅
広
い
考
え

方
が
存
在
し
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
「
近
代
」
と
さ
れ
る
も
の
の
正
体
が
見
え
て
く
る
。
近

代
と
は
、
特
定
の
と
き
と
場
所
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
物
語
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

思
い
込
み
を
捨
て
れ
ば
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
わ
た
し

た
ち
の
あ
い
だ
に
長
ら
く
流
布
し
て
い
る
通
説
を
問
い
な
お
す
こ
と
で
も
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
本
当
に
自
由
を
手
に
入
れ
た
の
か

　
わ
た
し
た
ち
の
多
く
は
自
分
が
本
質
的
に
自
由
だ
と
考
え
、
祖
先
に
は
そ
の
よ
う
な
自
由
は
な
か
っ
た

と
思
っ
て
い
る
。
一
九
世
紀
に
伝
統
的
な
世
界
か
ら
離
脱
し
た
西
洋
人
は
、
そ
の
後
、
世
界
を
ど
う
編
成
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す
る
か
自
分
で
決
定
す
る
力
を
つ
い
に
手
に
入
れ
た
。
人
々
は
二
世
紀
を
費
や
し
て
、
競
合
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
政
治
社
会
思
想
に
取
り
組
ん
だ
。
社
会
主
義
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
共
産
主
義
、
民
主
資
本
主
義
な
ど
だ
。

そ
し
て
、
一
つ
を
残
し
て
ほ
か
の
思
想
の
威
信
が
失
墜
し
た
あ
と
、
つ
い
に
「
歴
史
の
終
わ
り
」
に
た
ど

り
着
い
た
。
一
九
八
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
す
る
と
と
も
に
、
世
界
に
秩
序
を
も
た
ら
す
正
し
い

方
法
、
す
な
わ
ち
人
類
の
繁
栄
と
成
功
を
実
現
す
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
方
法
と
し
て
、
新
自
由

主
義
が
勝
利
を
お
さ
め
た
か
に
見
え
た
。

　
し
か
し
、
だ
と
す
れ
ば
、
先
進
世
界
で
急
増
し
て
い
る
不
満
や
自
己
中
心
主
義
や
不
安
を
ど
う
考
え
れ

ば
い
い
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
勤
勉
が
成
功
に
つ
な
が
る
と
教
わ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
貧
富
の
格
差

は
急
速
に
拡
大
し
、
社
会
的
流
動
性
は
低
下
し
て
い
る
。
生
活
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
夢
の
よ
う
な
す
ば
ら

し
い
技
術
に
よ
っ
て
快
適
に
な
り
、
医
学
は
か
つ
て
な
い
進
歩
を
遂
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た

ち
は
恐
ろ
し
い
規
模
の
環
境
上
、
人
道
上
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
数
十
年
を
経
て
、
わ
た
し
た
ち
の

大
い
な
る
楽
観
主
義
は
影
を
ひ
そ
め
た
。
も
は
や
、
世
界
を
構
築
し
て
き
た
自
分
た
ち
の
や
り
方
に
以
前

ほ
ど
自
信
が
も
て
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
解
き
明
か
し
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。
未
来
の
歴
史
学
者

は
現
代
を
振
り
返
っ
て
、
繁
栄
と
平
等
と
自
由
と
幸
福
の
時
代
と
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
二
一

世
紀
初
頭
を
無
頓
着
の
時
代
と
定
義
す
る
だ
ろ
う
か
。
人
々
が
不
幸
で
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
、
危
機

の
増
大
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、
実
現
可
能
な
代
案
が
な
い
か
ら
と
な
ん
の
対
応
措
置
も
と
ら
な
か
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っ
た
時
代
だ
っ
た
と
。

　
本
書
で
紹
介
す
る
中
国
哲
学
の
文
言
は
、
こ
の
無
頓
着
の
時
代
に
代
替
案
を
示
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、

代
替
案
と
い
っ
て
も
理
路
整
然
と
し
た
政
治
社
会
思
想
な
ど
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
民
主
主
義
に
取
っ
て

か
わ
る
も
の
と
は
違
う
。
む
し
ろ
、
直
観
と
は
相
い
れ
な
い
、
自
己
や
、
世
界
の
な
か
で
の
自
己
の
役
割

に
つ
い
て
の
観
念
だ
。
そ
の
多
く
は
、
な
ん
ら
か
の
包
括
的
な
思
想
体
系
に
従
っ
て
生
き
る
と
い
う
考
え

方
に
対
抗
す
る
な
か
で
練
り
あ
げ
ら
れ
た
。

　
お
よ
そ
紀
元
前
六
〇
〇
年
か
ら
紀
元
前
二
〇
〇
年
に
か
け
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
哲
学

運
動
や
宗
教
運
動
が
起
こ
り
、
人
類
が
繁
栄
す
る
た
め
の
多
種
多
様
の
展
望
が
ひ
ら
け
た
。
の
ち
に
枢
軸

時
代
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
の
時
代
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
で
発
展
し
た
思
想
の
多
く
が
中
国
で
も
出
現

し
た
し
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
本
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
今
日
の
西
洋
で
一
般
に
い

き
わ
た
っ
て
い
る
信
条
と
そ
っ
く
り
な
も
の
が
中
国
で
も
生
ま
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
で
は
そ
の

よ
う
な
思
想
は
敗
北
し
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
ま
っ
た
く
異
な
る
行
路
で
よ
い
人
生
へ
向
か
う
こ
と
を
主
張

す
る
別
の
思
想
が
出
現
し
た
。

　
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
ど
ん
な
概
念
も
、
「
西
洋
」
と
「
中
国
」
を
対
立
さ
せ
て
、
こ
れ
は
中
国
式
の
も

の
の
見
方
だ
と
い
う
と
ら
え
方
を
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
同
じ
よ
う
に
、
伝
統
的
な
思
想
と
近
代
的
な
思

想
を
対
立
さ
せ
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
じ
っ
く
り
掘
り
さ
げ
る
な
か
で
、
人
々
が
近
代
の
ず
っ
と
以

前
か
ら
世
界
に
秩
序
を
も
た
ら
す
最
善
の
方
法
を
議
論
し
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
よ
い
人
生
を
送
る
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方
法
を
考
え
る
う
え
で
、
真
に
か
わ
り
に
な
り
う
る
思
想
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
。

ト
ロ
ッ
コ
問
題
な
ど
考
え
て
も
意
味
が
な
い

　
西
洋
で
は
幸
福
と
繁
栄
の
た
め
に
計
画
を
立
て
る
と
な
る
と
、
理
性
に
頼
る
よ
う
教
え
ら
れ
、
慎
重
に

計
算
す
れ
ば
解
答
に
行
き
着
け
る
と
だ
れ
も
が
信
じ
て
い
る
。
人
生
の
不
確
実
さ
に
直
面
し
て
も
、
感
情

や
偏
見
を
乗
り
越
え
、
自
分
の
経
験
を
測
定
可
能
な
デ
ー
タ
に
落
と
し
込
め
ば
、
チ
ャ
ン
ス
を
自
在
に
あ

や
つ
っ
た
り
運
命
に
逆
ら
っ
た
り
で
き
る
と
信
じ
る
こ
と
で
安
心
を
得
る
。
道
徳
倫
理
上
の
ジ
レ
ン
マ
に

取
り
組
む
と
き
、
も
っ
と
も
人
気
の
あ
る
方
法
を
見
て
み
よ
う
。
象
徴
的
な
架
空
の
状
況
を
想
定
し
、
徹

底
し
て
理
性
的
に
考
え
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
ト
ロ
ッ
コ
問
題
で
は
、
ま
ず
、
操
車
場
に
い
る
と
こ
ろ
を
想

像
す
る
。
そ
こ
へ
暴
走
し
た
ト
ロ
ッ
コ
が
近
づ
い
て
く
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
線
路
上
に
い
る
五
人
が
ひ
か

れ
て
し
ま
う
。
ポ
イ
ン
ト
を
切
り
替
え
れ
ば
ト
ロ
ッ
コ
を
別
の
線
路
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、

そ
の
線
路
上
に
は
も
う
一
人
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
は
た
し
て
き
み
は
、
ト
ロ
ッ
コ
が
そ
の
ま
ま
五
人
に

突
っ
込
ん
で
い
く
に
ま
か
せ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
ポ
イ
ン
ト
を
切
り
替
え
て
五
人
を
救
い
、
横
た
わ

っ
て
い
る
一
人
を
ひ
き
殺
す
結
果
を
ま
ね
く
ほ
う
を
積
極
的
に
選
ぶ
だ
ろ
う
か
。

　
ど
う
す
る
の
が
正
し
い
こ
と
な
の
か
。

　
こ
の
種
の
問
い
は
、
生
涯
を
か
け
る
ほ
ど
哲
学
者
や
倫
理
学
者
を
夢
中
に
さ
せ
て
い
る
。
関
連
す
る
論
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文
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
発
表
さ
れ
て
い
る
し
、
書
籍
さ
え
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
に
よ
っ

て
、
意
思
決
定
を
単
一
の
デ
ー
タ
と
択
一
の
決
定
に
単
純
化
で
き
る
。
意
思
決
定
は
こ
の
よ
う
に
な
さ
れ

る
も
の
だ
と
、
わ
た
し
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
思
っ
て
い
る
。

　
こ
う
い
っ
た
思
考
実
験
は
古
代
中
国
で
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
の
思
想
家
は
そ
れ
ほ
ど

興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
。
よ
く
で
き
た
知
的
ゲ
ー
ム
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
朝
か
ら
晩
ま
で
こ
の
よ
う
な
ゲ

ー
ム
に
興
じ
て
も
、
日
々
の
平
凡
な
暮
ら
し
を
ど
う
生
き
る
か
に
な
ん
の
影
響
も
与
え
な
い
と
見
切
り
を

つ
け
、
ま
っ
た
く
の
役
立
た
ず
と
断
じ
た
。

　
自
分
は
人
生
を
こ
う
生
き
て
い
る
と
頭
で
考
え
て
い
て
も
、
そ
れ
は
実
際
の
自
分
の
生
き
ざ
ま
で
は
な

い
。
自
分
は
こ
ん
な
ふ
う
に
決
断
を
く
だ
し
て
い
る
と
頭
で
考
え
て
い
て
も
、
そ
れ
は
実
際
の
自
分
の
流

儀
で
は
な
い
。
あ
る
日
、
ふ
と
気
づ
い
た
ら
操
車
場
に
い
て
、
突
進
し
て
く
る
ト
ロ
ッ
コ
に
だ
れ
か
が
ひ

き
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
き
み
が
ど
う
対
応
す
る
か
は
理
性
的
な
計
算
な
ど
と
は
い
っ

さ
い
無
縁
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
感
情
や
本
能
が
支
配
権
を
握
る
。
感
情
や
本
能
は
、
そ
こ
ま

で
反
射
的
で
な
い
決
断
を
く
だ
す
場
合
に
も
指
針
と
し
て
働
き
、
自
分
で
は
と
て
も
慎
重
に
理
性
的
に
決

断
し
て
い
る
つ
も
り
の
と
き
─
─
夕
食
は
な
に
が
い
い
か
な
？
　
ど
こ
に
住
も
う
か
な
？
　
だ
れ
と
結
婚

す
べ
き
か
な
？
─
─
で
さ
え
影
響
を
お
よ
ぼ
す
。

　
中
国
の
思
想
家
は
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
に
限
界
が
あ
る
と
気
づ
き
、
別
の
方
法
を
模
索
し
た
。
本
書

の
思
想
家
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
答
え
は
、
本
能
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
感
情
を
鍛
錬
し
、
た
え
ま
な
い
自
己
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修
養
に
励
む
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
や
が
て
、
重
大
な
局
面
で
あ
れ
、
あ
り
ふ
れ
た
場
面
で
あ

れ
、
個
々
の
具
体
的
な
状
況
に
対
し
て
倫
理
に
か
な
っ
た
正
し
い
反
応
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
た
。

そ
の
よ
う
な
反
応
は
、
ま
わ
り
の
人
の
好
反
応
を
引
き
出
す
こ
と
に
も
な
る
。
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
出
会

い
や
経
験
が
、
新
し
い
よ
り
よ
い
世
界
を
積
極
的
に
つ
く
り
出
す
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
と
思
想
家
た
ち
は
説

い
た
。

「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」
を
受
け
入
れ
る
な

　
以
前
の
貴
族
階
級
の
宗
教
組
織
が
崩
壊
し
た
あ
と
、
枢
軸
時
代
の
人
々
は
、
新
た
に
真
実
と
意
味
を
与

え
て
く
れ
る
も
の
を
探
し
は
じ
め
た
。
同
様
に
、
今
の
時
代
も
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ま
で
の
窮
屈
な
考

え
方
を
打
破
し
た
と
感
じ
、
新
た
に
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
を
探
し
て
い
る
。
高
次
の
真
理
を
内
面

に
求
め
よ
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
と
み
に
増
え
た
。
自
己
実
現
者
の
目
標
は
、
自
己
を
見
つ
け
る
こ
と
で

あ
り
、
内
な
る
真
に
従
っ
て
自
己
の
人
生
を
「
忠
実
に
」
生
き
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

　
こ
れ
が
危
険
な
の
は
、
だ
れ
も
が
自
分
の
「
真
」
の
姿
を
見
れ
ば
そ
れ
と
わ
か
る
は
ず
だ
と
信
じ
、
そ

の
真
実
に
従
っ
て
人
生
を
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
自
己
を
定
義
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る

と
、
ご
く
せ
ま
い
意
味
に
限
定
し
た
自
己
─
─
自
分
で
強
み
、
弱
み
、
得
手
、
不
得
手
だ
と
思
っ
て
い
る

こ
と
─
─
を
基
盤
に
未
来
を
築
い
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
中
国
の
思
想
家
な
ら
、
こ
れ
で
は
自
分
の
可
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能
性
の
ほ
ん
の
一
部
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
と
言
う
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
特
定
の
と
き
と

場
所
で
あ
ら
わ
れ
る
限
ら
れ
た
感
情
だ
け
を
も
っ
て
自
分
の
特
徴
だ
と
思
い
込
み
、
そ
れ
が
死
ぬ
ま
で
変

わ
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
し
ま
う
。
人
間
性
を
画
一
的
な
も
の
と
見
な
し
た
と
た
ん
、
自
分
の
可
能
性
を

み
ず
か
ら
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
中
国
の
思
想
家
な
ら
、
人
は
単
一
の
均
質
な
存
在
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ

き
で
は
な
い
と
言
う
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
、
き
み
が
自
分
の
こ
と
を
短
気
で
怒
り
っ
ぽ
い
人
間
だ
と
思
っ

て
い
る
と
す
る
。
「
ま
あ
、
こ
れ
が
自
分
だ
か
ら
」
と
ひ
ら
き
な
お
っ
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け

入
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
す
る
な
と
、
本
書
の
思
想
家
た
ち
は
た
し
な
め
る
は
ず
だ
。
い
ず
れ
わ
か
る
よ
う

に
、
た
ぶ
ん
き
み
は
生
ま
れ
つ
き
怒
り
っ
ぽ
い
人
間
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
た
ん
に
行
動
が
パ
タ
ー
ン

化
し
て
し
ま
い
、
自
分
の
思
う
自
己
像
が
そ
の
ま
ま
自
分
の
特
徴
に
な
る
の
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
だ
け
だ
。
も
と
も
と
き
み
は
、
怒
り
っ
ぽ
く
な
り
う
る
の
と
同
じ
だ
け
、
た
と
え
ば
温
和
に
な
っ
た
り

寛
大
に
な
っ
た
り
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

　
中
国
の
思
想
家
は
、
ど
の
人
も
み
ん
な
複
雑
で
、
た
え
ず
変
化
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
早
く
気
づ
け

と
説
く
に
ち
が
い
な
い
。
一
人
ひ
と
り
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
と
き
に
相
反
す
る
感
情
の
傾
向
や
、
願
望
や
、

世
界
へ
の
反
応
の
仕
方
が
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
感
情
は
、
内
に
で
は
な
く
外
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
引

き
出
さ
れ
る
。
世
間
の
し
が
ら
み
を
断
っ
て
瞑
想
し
た
り
旅
に
出
た
り
し
て
も
養
わ
れ
な
い
。
日
々
の
営

み
、
つ
ま
り
他
者
と
か
か
わ
っ
た
り
行
動
し
た
り
す
る
こ
と
で
実
地
に
形
づ
く
ら
れ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
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あ
り
の
ま
ま
の
自
分
だ
け
が
自
分
な
の
で
は
な
い
。
い
つ
で
も
積
極
的
に
自
分
自
身
を
よ
り
よ
い
人
間
へ

と
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
ち
ろ
ん
簡
単
で
は
な
い
。
自
分
の
力
量
に
つ
い
て
、
そ
し
て
本
当
の
変
化
が
い
か
に
し
て
起
こ
る
か

に
つ
い
て
、
意
識
か
ら
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
一
足
飛
び
に
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
変

化
は
不
屈
の
努
力
に
よ
っ
て
徐
々
に
や
っ
て
く
る
。
鍛
錬
を
積
ん
で
視
野
を
広
げ
、
複
雑
に
絡
み
合
い
な

が
ら
そ
の
と
き
ど
き
で
状
況
を
決
定
づ
け
る
要
因
（
自
分
の
置
か
れ
た
人
間
関
係
や
、
つ
き
合
っ
て
い
る

仲
間
、
就
い
て
い
る
仕
事
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
環
境
）
を
把
握
し
、
周
囲
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
か

か
わ
り
を
時
間
を
か
け
て
変
え
て
い
く
こ
と
が
成
長
に
つ
な
が
る
。
広
い
視
野
で
さ
ま
ざ
ま
な
見
地
か
ら

眺
め
れ
ば
、
ゆ
っ
く
り
し
た
真
の
変
化
を
も
た
ら
す
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
真
の
自
由
は
自
分
が
中
核
の
部
分
で
は
何
者
で
あ
る
か
発
見
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
と
わ
た
し
た
ち
は

教
わ
る
が
、
そ
の
「
発
見
」
こ
そ
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
を
無
頓
着
の
時
代
に
閉
じ
込
め
て
き
た
も
の
の

正
体
だ
。
わ
た
し
た
ち
の
行
く
手
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
＊
　
＊
　
＊

　
そ
れ
で
は
、
い
か
に
生
き
、
ど
う
世
界
を
秩
序
づ
け
る
か
、
根
本
か
ら
新
た
に
計
画
し
な
お
す
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
書
に
登
場
す
る
思
想
家
は
、
た
び
た
び
日
々
の
暮
ら
し
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1　伝統から〝解放された〟時代

の
な
ん
で
も
な
い
こ
と
を
通
じ
て
自
分
た
ち
の
考
え
を
説
明
し
、
日
常
で
こ
そ
大
き
な
変
化
が
起
き
る
の

だ
と
説
い
た
。
そ
の
例
に
な
ら
い
、
こ
の
本
で
は
日
常
的
な
例
を
ふ
ん
だ
ん
に
交
え
て
古
代
の
思
想
に
命

を
吹
き
込
ん
だ
。
と
は
い
え
、
思
想
家
た
ち
は
指
針
を
与
え
る
た
め
に
具
体
例
を
引
き
合
い
に
出
し
た
わ

け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
も
同
じ
だ
。
例
を
引
い
た
の
は
、
そ
の
多
く
を
わ
た
し
た
ち
が
す

で
に
実
践
し
て
い
る
と
示
す
た
め
だ
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
う
ま
く
は
実
践
で
き
て
い
な
い
。
例
に
あ
げ
た

よ
う
な
暮
ら
し
の
な
か
の
な
ん
で
も
な
い
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
な
か
で
、
中
国
思
想
が
い
か
に
実
用

的
で
実
践
可
能
な
考
え
な
の
か
が
わ
か
る
は
ず
だ
。

　
こ
の
本
の
題
名
（
原
題The Path

）
は
、
し
ば
し
ば
中
国
の
思
想
家
が
〈
道
〉
と
呼
ん
だ
概
念
か
ら

き
て
い
る
。
道
は
、
わ
た
し
た
ち
が
努
力
し
て
従
う
べ
き
調
和
の
と
れ
た
「
理
想
」
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
道
は
、
自
分
の
選
択
や
行
動
や
人
間
関
係
に
よ
っ
て
た
え
ま
な
く
形
づ
く
っ
て
い
く
行
路
だ
。

わ
た
し
た
ち
は
人
生
の
一
瞬
一
瞬
で
新
た
に
道
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　
道
に
は
、
本
書
の
す
べ
て
の
思
想
家
が
賛
同
し
た
だ
ろ
う
統
一
さ
れ
た
と
ら
え
方
と
い
う
も
の
は
存
在

し
な
か
っ
た
。
思
想
家
た
ち
は
そ
ろ
っ
て
当
時
の
社
会
の
慣
習
に
反
論
し
た
が
、
人
が
い
か
に
し
て
人
生

の
行
路
を
ひ
ら
く
か
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
大
き
く
異
な
る
と
ら
え
方
を
し
た
。
そ
れ
で
も
、
意

見
が
一
致
す
る
点
が
一
つ
あ
っ
た
。
行
路
を
切
り
ひ
ら
く
過
程
そ
の
も
の
が
、
自
分
と
自
分
の
生
き
る
世

界
を
変
え
る
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
点
だ
。


