
教
養
の
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没
落
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ー

ー

ム

l
ジ
ル
の

「
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ

l
・

エ
ッ
セ
イ
」

の
余
白
に

大

l
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勇

人
間
の
愚
か
さ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
は
、

つ
ね
に
あ
る
種
の
困
難
が
と
も
な
う
。
と
り
わ
け
自
分
以
外
の
他
者
に
つ
い
て
、
そ

の
愚
か
さ
を
難
じ
る
と
き
に
は
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
の
愚
か
さ
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、

自
分
は
し
か
し
愚
か
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
工
芸
協
会
の
招
き
に
応
じ
て
一
九

三
七
年
三
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
講
演
「
愚
か
さ
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、

ム
l
ジ
ル

(
一
八
八
O

|
一
九
四
二
)
も
ま
た
こ
う
言
つ

て
い
る
。

愚
か
さ
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
者
、
あ
る
い
は
、
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
て
そ
の
種
の
会
話
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
者
は
、

だ
れ
し
も
自
分
が
愚
か
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
自
分
で
自
分

の
こ
と
を
賢
い
と
思
っ
て
い
る
の
を
こ
れ
み
よ
が
し
に
見
せ
つ
け
て
い
る
の
で
す
c

そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
、

ふ
つ
う
馬
鹿

二
七



教
養
の
「
没
落」

J¥ 

の
し
る
し
だ
と
い
う
の
に
。

だ
が
、
そ
う
言
っ
た
ム

l
ジ
ル
が
、
自
身
そ
の
種
の
「
愚
か
さ
」
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
彼
も
ま

た
、
そ
の
種
の
「
馬
鹿
」
と
同
様
に
、
同
時
代
の
人
び
と
の
愚
か
さ
を
非
難
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
は
、

シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ

|

(
一
八
八

O
i
一
九
三
六
)
の

『西
洋
の
没
落
』
第
一
巻
(
一
九
一
八
)
を
批
判
し
た
エ

ッ
セ
イ
「
精
神

と
経
験
」
(
一
九
二
こ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
次
大
戦
末
期
に
あ
た
る

一
九
一
八
年
の
夏
に
、
ヴ
ィ

l
ン
の
ブ
ラ

ウ
ミ
よ
ラ
!
書
庖
か
ら
自
費
出
版
の
か
た
ち
で
世
に
出
た
シ
ユ

ベ
ン
グ
ラ
l
の
警
は
、
周
知
の
よ
う
に
戦
後
ま
た
た
く
ま
に
版
を
重

一
九
二

二
年
に
ミ
ユ
ン
ヒ
エ
ン
の

C
-
H
・
ベ
ッ
ク
書
庖
か
ら
出
た
第
二
巻
と
あ
わ
せ
て
、

売
り
つ
く
す
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な

っ
た
が
、
こ
の
時
代
の
書
の
「
愚
か
さ
」
を
徹
底
し
て
邦
検
・
瑚
笑
し
た
の
が
、
「
西
洋
の
没
落
を

ね

一
九
三
三
年
ま
で
に
二
十
万
部
を

ま
ぬ
が
れ
た
読
者
の
た
め
の
注
釈
」
と
い
う
イ
ロ

l
ニ
ッ

シ
ユ
な
副
題
を
も
っ
エ

ッ
セ
イ
、
「
精
神
と
経
験
」
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
き
わ
め
て
不
快
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
シ
ラ
!
の
一
一言
葉
を

そ
の
冒
頭
で
「
思
考
に
お
け
る
文
学
的
恋
意
は
、

引
用
し
た
ム

1
uン
ル
は
、
は
じ
め
か
ら
情
け
容
赦
な
く
シ
ユ
ペ
ン

グ
ラ

l
の
思
考
に
お
け
る
「
文
学
的
恋
意
」
を
指
摘
す
る
。
た
と

え
ば

『西
洋
の
没
落
』
の
な
か
の
数
学
に
つ
い
て
論
じ
た
章
で
、
シ

ユ
ペ

ン
グ
ラ
ー
が
、
あ
ら
ゆ
る
数
学
が
い
ず
れ
は
到
達
し
て
い

く
数
形
象
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
十
進
法
、

ギ
リ
シ
ア
・
ロ

1
マ
の
円
錐
曲
線
・
素
数
・
正
多
面
体
の
グ
ル
ー
プ
、
西
洋
の
数
体
、
多

次
元
空
間
、
変
換
理
論
お
よ
び
集
合
論
の
き
わ
め
て
超
越
的
な
形
象
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
グ
ル

ー
プ
等
々
を
列
挙
し
て
い

る
の
を
と
ら
え
て
、

ム
l
ジ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
一
節
は
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
聞
こ
え
る
の
で
、
数
学
者
で
な
い
者
が
こ
れ
を
読
め
ば
、
す
ぐ
さ
ま
、
こ
ん
な
言
い
方
が



で
き
る
の
は
数
学
者
だ
け
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

じ
つ
は
、
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
そ
こ
で
高
度
の
秩
序

椅
子
、

を
も
っ
数
形
象
を
数
え
あ
げ
る
そ
の
専
門
家
ふ
う
の
や
り
方
は
と
い
え
ば
、
た
と
え
て
い
え
ば
、
動
物
学
者
が
犬
、
テ
ー
ブ
ル
、

四
次
方
程
式
を
一
緒
く
た
に
し
て
四
足
類
に
分
類
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

若
き
日
に
工
学
系
の
教
育
を
受
け
、
哲
学
博
士
と
な
る
た
め
の
学
位
論
文
審
査
で
も
副
専
攻
と
し
て
数
学
と
物
理
学
を
選
ん
だ
ム

l

ジ
ル
な
ら
で
は
の
鋭
い
切
り
こ
み
で
あ
る
が
、

ム
l
ジ
ル
に
よ
れ
ば
、
数
学
に
つ
い
て
論
じ
る
シ
斗
ベ
ン
グ
ラ
!
の
杜
撰
さ
に
は
目

を
覆
い
た
く
な
る
も
の
が
あ
り
、
単
純
な
事
実
誤
認
だ
け
で
も
、
群
論
を
関
数
論
の
拡
張
で
あ
る
と
言
っ
た
り
、
群
と
集
合
を
と
り

ち
が
え
た
り
す
る
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
た
ん
に
個
々
の
知
識
レ
ヴ
ェ
ル
の
誤
り
と
い
う
よ
り
は
、
シ

ユ
ベ
ン
グ
ラ

l
の
「
思
考
の
あ
り
方
」
か
ら
く
る
問
題
で
あ
る
と
い
、
つ
c

と
い
う
の
も
、
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ

l
の
思
考
は
あ
ま
り
に
も

安
易
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
寄
り
か
か
り
、
そ
の
結
果
、
彼
が
数
学
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
次
の
よ
う
な
内
容
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

レ
モ
ン
の
よ
う
に
黄
色
い
中
国
人
が
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
こ
う
言
、
つ
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
ぐ
蝶
は
中
欧
生
ま
れ
の
羽
の
生
え
た
小
型
中
国
人
で
あ
る
、
と
。

レ
モ
ン
の
よ
う
に
黄
色
い
蝶
が
い
て
、

先
に
引
用
し
た
「
犬
、
テ
ー
ブ
ル
、
精
子
、
四
次
方
程
式
を
一
緒
く
た
に
し
て
四
足
類
に
分
類
す
る
」
動
物
学
者
の
た
と
え
と
同
様
、

シ
ユ

ペ
ン
グ
ラ

l
の
安
易
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
思
考
を
郷
撤
す
る
た
め
に
く
り
だ
さ
れ
る
な
ん
と
も
強
烈
な
ア
ナ
ロ

ジ
ー
で
あ
る
が
、
安

教
養
の
「
没
落
」

九



教
養
の
「
没
世
間
」

。

易
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
た
い
し
て
よ
り
強
烈
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
っ
て
す
る
こ
の
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ

l
批
判
の
手
法
は
、
か
な
り
有
効
に

作
用
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
，，
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
l
の
く
わ
だ
て
た
壮
大
な

「
世
界
史
の
形
態
学

」

|
|

『西
洋
の
没
落
』

の
高Ij

題
は
「
世
界
史
の
形
態
学
概
要
」

(C
B
ロ
g
m
gロ
角
冨
O

召
Fogm時
四
号
吋
者
己
仲
m
g
n
z
n
z
o
)
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
ー
ー
を
正
面

か
ら
攻
撃
す
る
の
で
は
な
い
。
シ
よ
ペ

ン
グ
ラ

l
が
自
分
で
、
彼
の

「論
証
を
裏
づ
け
て
く
れ
る
唯

一
の
も
の
」
だ
と
言
っ
て
い
る

数
学
に
照
準
を
合
わ
せ
、
そ
の
知
識
と
理
解
力
が
い
か
に
生
半
可
な
も
の
で
あ
る
か
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
該
博
な
知
識
に

さ
さ
え
ら
れ
た
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ

l
の
体
系
が
砂
上
の
楼
閣
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
だ
れ
の
目
に
も
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
批
判
の
仕
方
は
、
お
そ
ら
く
講
塩
哲
学
者
の
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
訊
刺
の
精
神
を
た
っ
ぷ
り
と
も
ち
あ
わ
せ
た
、

の
ち
に
「
特
性
の
な
い
男
』
を
書
く
に
い
た
る
作
家
な
ら
で
は
の
も
の
だ
ろ
う
。

相
手
の
半
可
通
ぶ
り
を
痛
烈
に
た
た
く
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
む
ろ
ん
そ
の
対
象
を
数
学
に
つ
い
て
の
論
述
に
だ
け
限
定
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
物
理
学
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
、

い
っ
け
ん
堅
牢
な
客
観
的
真
理
で
あ
る
か
に
見
え
る
学
説
が
い
か
に
広
い

意
味
で
の
文
化
に
、
せ
ま
い
意
味
で
の
研
究
者
の
個
人
的
な
曙
好
に
依
存
し
て
い
る
か
を
と
く
と
く
と
述
べ
る
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ

l
に

た
い
し
て
も
、
ム

l
ジ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
の
よ
う
な
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ

l
の
指
摘
は
、

い
く
つ
か
の
峻
昧
な
点
を
の
ぞ
け
ば
完
全
に
正
し
い
。
誤
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
、

彼
が
そ
れ
を
斬
新
な
考
え
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
こ
こ
五
十
年
の
認
識
論
上
の
知
見
に
つ
い
て

な
に
ほ
ど
か
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
に
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

学
位
論
文
『
マ
ッ
ハ
学
説
判
定
へ
の
寄
与
』
(
一
九

O
八
)

で
マ
ッ
ハ
哲
学
と
格
闘
し
た
経
験
を
も
っ
ム

l
ジ
ル
に
と
っ
て
、
十
九
世



紀
の
力
学
的
世
界
観
を
否
定
す
る
経
験
批
判
論
的
知
見
は
自
明
の
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
さ
も
斬
新
で
独
創
的
な

考
え
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
1
に
た
い
し
て
は
、

ム
l
ジ
ル
は
こ
の
よ
う
に
高
飛
車
な
言
い
方
で
た
し
な
め
る
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ユ
ペ

ン
グ
ラ
1
が
、
物
理
学
の
学
説
と
い
え
ど
も
文
化
や
個
人
的
曙
好
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
指

摘
を
踏
み
こ
え
、
だ
か
ら
物
理
学
の
諸
体
系
に
存
在
し
て
い
る
の
は
、
絵
画
に
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
が
あ
る
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
流
派
・
伝
統
・
手
法
・
因
襲
な
の
だ
と
言
う
と
き
、
こ
の
乱
暴
な
飛
躍
に
た
い
し
て
ム

l
ジ
ル
は
ひ
と
こ
と
、
「
こ
れ
は
ま

さ
に
た
わ
ご
と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
切
り
す
て
る
の
で
あ
る
。

だ
が
ム

l
ジ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
辛
妹
な
言
葉
を
あ
び
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ
1
個
人
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
。
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ
l
個
人
の
「
愚
か
さ
」
が
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
い
い

か
げ
ん
な
知
識
と
ず
さ
ん
な
類
推
に
も
と
づ
い
て
壮
大
な
駄
弁
を
弄
す
る
本
が
、
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
語
圏
で
飛
ぶ
よ
う
に
売

れ
、
ひ
と
り
の
似
非
哲
学
者
を
時
代
の
寵
児
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
な
の
だ
。
後
世
の
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ
を
第
一
次
大
戦

敗
北
後
の
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
べ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
時
代
の
気
分
と
の
関
連
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代

的
科
学
技
術
を
駆
使
し
て
人
類
初
の
総
力
戦
を
た
た
か
っ
た
あ
と
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
疲
弊
し
、
と
り
わ
け

敗
戦
国
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
「
没
落
」
の
気
分
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い

だ
ろ
う
、
と
c

だ
が
、
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
!
と
お
な
じ
一
八
八

O
年
生
ま
れ
の
ム

l
ジ
ル

に
と
っ
て
、
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
l
の
流
行
は
そ

の
よ
う
な
時
代
の
気
分
を
反
映
し
た
も
の
と
は
映
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
時
代
の
愚
か
さ
、
彼
の
生
き
る
時
代
の
愚
か
さ

を
証
し
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

エ
ッ
セ
イ
の
第
五
節
で
、
ム

l
ジ
ル
は
一
言
、
つ
τ

シ
ユ
ペ

ン
グ
ラ
l
を
攻
撃
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
ー
を
生
み
、
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
l
を
好
む
時
代
を
攻
撃
す
る
こ

教
養
の
「
没
落
」



教
養
の
「
没
落
」

一

と
で
あ
る
っ
と
い
う
の
も
、
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
l
の
欠
陥
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
欠
陥
な
の
だ
か
ら
。

そ
の
「
時
代
の
欠
陥
」
と
し
て
ム

i
ジ
ル
が
直
接
名
指
し
す
る
の
は
、
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ
ー
が
そ
の
典
型
で
あ
る
よ
う
な
「
浅
薄
さ
」

(。σZ
P
R
Y
-片
y
w丘
仲
)
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
そ
の
「
世
界
史
の
形
態
学
」
に
お
い
て
「
ひ

と
つ
の
文
化
の
不
可
避
的
な
運
命
」
と
し
て
否
定
的
に
定
位
し
た
「
文
明
」
の
兆
候
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
文
明
」
と
は
、
完
成
段
階
に
い
た
っ
た
「
文
化
」
が
必
然
的
に
到
ら
ざ
る
を
え
な
い
崩
落
状
態
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
生
み
だ
し
た
豊
穣
な
文
化
が
ロ

l
マ
人
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
無
機
的
・

人
工
的
な
文
明
へ
と
凝
聞
し
た
よ
う
に
、
人
類
の
歴
史
に
登
場
し
た
文
化
は
す
べ
て
、
そ
の
発
展
の
頂
点
で
「
魂
」
の
な
い
文
明
へ

と
移
行
し
、
「
没
落
」

へ
の
道
を
た
ど
る
。
文
化
か
ら
文
明
へ
の
こ
の
移
行
は
、
西
洋
に
お
い
て
は
す
で
に
十
九
世
紀
に
完
了
し
、
以

後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
真
の
芸
術
も
哲
学
も
喪
失
し
た
、
「
魂
」
(
∞
S
F
)
の
な
い
「
知
性
」
(
『
窓
口
市
宮
)
の
時
代
を
生
き
て
い
る
。
「
地
方
」

(
℃
吋
C
〈
F
D
N
)

の
大
地
に
根
ざ
し
た
「
民
族
」
(
〈
己
防
)
に
代
わ
っ
て
、
「
世
界
都
市
」
(
君
。

-zg門
広
)
に
群
を
な
し
て
生
息
す
る
「
大
衆
」

(冨

2
2
)が
出
現
し
た
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、
即
物
的
で
実
際
的
能
力
に
長
け
た
か
れ
ら
大
衆
の
「
あ
ら
ゆ
る
伝
承
さ
れ
た

も
の
に
た
い
す
る
無
理
解
」
「
農
民
の
賢
さ
に
優
越
す
る
鋭
く
て
冷
た
い
知
力
」
は
、
そ
し
て
ま
た
、
か
れ
ら
大
衆
の
も
と
め
る
「
賃

金
闘
争
と
ス
ポ
ー
ツ
競
技
場
の
か
た
ち
を
と
っ
て
、
こ
ん
に
ち
ふ
た
た
び
出
現
し
た
〈
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
〉
」
は
、
「
文
化
」
と
「
地

方
」
が
最
終
的
に
失
わ
れ
た
終
末
の
時
代
に
お
い
て
「
人
間
存
在
の
ま
っ
た
く
新
た
な
形
式
、
す
な
わ
ち
末
期
的
で
未
来
の
な
い
、

し
か
し
な
が
ら
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
新
た
な
形
式
」
が
現
れ
で
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
:

一
九
一

0
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
大
衆
社
会
状
況
を
、
こ
の
よ
う
に
「
文
化
」
か
ら
「
文
明
」

へ
の
世
界
史
的
移
行
の
結



果
と
し
て
と
ら
え
る
シ
ユ
ベ

ン
グ
ラ
l
に
た
い
し
、

ム
l
ジ
ル
は
エ
ッ
セ
イ
「
精
神
と
経
験
」
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
異
を
と
な
え

る
。
ム
l
ジ
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
シ
」
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
よ
う
に
「
文
化
-
と
「
文
明
」
を
画
然
と
分
か
ち
、
「
文
化
」
の
側
に
「
魂
」

「
地
方
」
「
民
族
」
等
を
配
置
し
た
う
え
で
、
「
知
性
」
「
世
界
都
市
」
「
大
衆
」
と
し
て
の
「
文
明
」
を
撃
つ
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
も

不
毛
な
議
論
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
同
時
代
の
非
合
理
主
義
お
得
意
の
反
知
性
・
反
理
性
・
反
悟
性
の
題
目
が
あ
き
も
せ

ず
唱
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
人
間
は
ま
さ
に
知
性
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
意
志
や
感
情
、
無
意
識

で
も
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
に
、
た
だ
理
性
が
関
与
し
な
い
も
の
だ
け
を
見
ょ
う
と
す
る
者
は
、

固
に
理
想
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
、
皮
肉
の
ひ
と
つ
も
言
っ
て
お
け
ば
よ
い
。
「
文
化
」
と
「
文
明
」
の
ち
が
い
に

し
て
も
、
ど
う
し
て
も
こ
の
両
者
を
区
別
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
た
だ
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
ま

だ
統
一
的
な
生
の
形
式
が
保
た
れ
て
い
る
」
場
合
は
こ
れ
を
「
文
化
」
と
呼
び
、
「
文
明
」
に
つ
い
て
は
「
拡
散
し
た
文
化
の
状
態
」

( 

. . . . . 
) 

つ
い
に
は
蟻
の
国
か
蜂
の

と
定
義
し
て
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
ど
の
文
明
に
も
ひ
と
つ
の
文
化
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
シ
ユ
ペ

ン
グ
ラ

ー
の
い
う
「
文
化
か
ら
文
明
へ
の
移
行
」
と
い
う
図
式
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
の
移
行
を
も
た
ら
す
原
因
は
、
シ
ユ

ペ

ン
グ
ラ
ー
が
い
う
よ
う
な
「
不
可
避
的
運
命
」
な
ど
に
あ
る
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
神
秘
的
要
因
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
「
そ
れ
に

関
わ
っ
て
い
る
人
間
の
数
の
増
大
」
と
い
う
き
わ
め
て
即
物
的
な
要
因
に
よ
る
の
で
あ
る
。

数
億
の
人
間
に
徹
底
さ
せ
る
の
が
、
数
十
万
の
人
間
に
徹
底
さ
せ
る
の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
任
務
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
文
明
に
お
け
る
否
定
的
側
面
の
ほ
と
ん
ど
は
、
社
会
の
こ
の
物
体
と
し
て
の
体
積
に
見
合
う
だ
け
の
伝
導
率
を
、
も
は

や
こ
の
社
会
が
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
(
:
:
:
)
数
の
増
大
に
、
精
神
の
組
織
が
つ
い
て
い
け
な
い
の

教
養
の
「
没
落
」

一一一



教
集
の
「
没
落
」

四

だ
。
あ
ら
ゆ
る
文
明
現
象
の
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
こ
の
点
に
原
因
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ

ム
1
ジ
ル
の
考
え
で
は
、
こ
の
「
人
間
の
数
の
増
大
」
、
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
的
「
伝
導
率
」
の
低
下
の
結
果
と
し
て
、

ヨ
l
ロ
ッ

パ
は
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
l
の
嘆
く
大
衆
社
会
へ
の
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
が
社
会
的
症
状
と
し
て
の
「
狭
隆
な
良
心
あ

る
い
は
強
烈
な
浅
薄
さ

(
5
6
2
5冊
。
宮
『
出
釦
岳
町
内
町
宮
宗
)
」
な
の
で
あ
る
。

エ
ッ
セ
イ
「
精
神
と
経
験
」
に
お
い
て
、
「
浅
薄
さ
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
て
ふ
た
た
び
重
要
な
意
味
を
お
び
て
浮
上
し
て
く

る

一
度
目
は
、
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ
l
に
象
徴
さ
れ
る
「
時
代
の
欠
陥
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
一
そ
し
て
二
度
目
に
は
、
シ
ユ
ペ

ン
グ
ラ
ー
が
い
う
「
文
明
」
の
否
定
的
側
面
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
ム

1
ジ
ル
は
「
浅

薄
さ
」
と
い
う
言
葉
を
た
く
み
に
使
い
、

じ
ゃ
っ
か
ん
手
の
こ
ん
だ
や
り
方
で
シ
ユ
ベ
ン
ク
ラ
ー
そ
の
人
を
(
本
人
が
言
う
意
味
で

の
)
「
文
明
」
の
悪
し
き
現
象
形
態
と
し
て
否
定
的
に
え
が
い
て
い
る
と
一
言
え
そ
う
で
あ
る

学
問
と
い
う
「
伝
承
さ
れ
た
も
の
に
た

い
す
る
無
理
解
」
を
意
に
介
そ
う
と
も
せ
ず
、
そ
の
「
鋭
く
て
冷
た
い
知
力
」

で
壮
大
な
「
世
界
史
の
形
態
学
」
を
担
造
し
、
そ
の

結
果
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
い
う
「
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
を
提
供
す
る
に
い
た
っ
た
ひ
と
り
の

神
と
経
験
」
の
第
十
三
節
の
な
か
に
は
、
シ
ユ
ベ
ン
ク
ラ

l
の
「
世
界
都
市
と
地
方
」
の
対
比
を
思
わ
せ
る
、
「
大
都
市
と
精
神
の
聞

に
閉
ざ
さ
れ
た
回
全
日
(
田
島
d

弔問
N
m
g白
色

m
g
F
m
s
e
と
の
ち
が
い
」
に
つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
も
あ
る
が
、
大
都
市
と
田
舎
(
地
方
)

一
大
衆
」
と
し
て
。
右
に
引
用
し
た
「
精

の
価
値
を
転
倒
さ
せ
る
こ
の
記
述
も
、
お
そ
ら
く
は
、
大
都
市
を
「
文
明
」
の
所
産
と
し
、
田
舎
を
「
文
化
」

の
故
郷
と
見
な
し
た

シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ

l
に
た
い
す
る
当
て
こ
す
り
で
あ
ろ
う
。
ト
レ
ル
チ

(
一
八
六
五
一
九
二
一
二
)

は
、
『
西
洋
の
没
落
」
に
つ
い
て
、

こ
の
書
は
l
i
|
シ
ュ
ベ
ン
グ
ラ
l
の
意
に
反
し
て
l

l
い
う
と
こ
ろ
の
「
没
落
」
に
た
い
す
る
「
そ
れ
自
身
積
極
的
な
寄
与
」
と
な



A

却
}

る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
と
い
う
が
、
ム

l
ジ
ル
に
と
っ
て
も
こ
の
書
『
西
洋
の
没
落
』

は
、
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
l
が
否
定
的
に
述
べ

る
「
文
明
」
の
産
物
で
し
か
な
か
っ
た

こ
の
よ
、
つ
に
、

ム
i
ジ
ル
は
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ

1
を
否
定
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ

ー
が
否
定
的
に
述
べ
た
「
文
明
」
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
「
文
明
に
お
け
る
否
定
的
側
面
」
の
存
在

は
ム

1
ジ
ル
に
と
っ
て
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
明
と
は
、

ム
1
ジ
ル
に
と
っ
て
も
と
も
と
「
き
わ
め
て
多
く
の
知
性
を
要
求

し
、
ま
た
そ
れ
を
飲
み
こ
ん
で
し
ま
う
」
よ
う
な
「
社
会
的
関
係
の
き
わ
め
て
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
な
シ

ス
テ
ム
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
飲
み
こ
ま
れ
て
し
ま
わ
な
い
だ
け
の
「
知
性
」
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
要
な
の

は
、
だ
か
ら
「
精
神
の
組
織
化
の
た
め
の
政
治
学
」

(
m
S皇
官
。
品

g仲

E
Zロ
品
。
ロ
丘
町
)
な
の
だ
、
と
ム

1
ジ
ル
は
言
、
っ
。

こ
の
一
言
葉
は
た
だ
ち
に
、
「
特
性
の
な
い
男
』

ご
九
三
O

|
一
一
一
一
一
)
に
お
い
て
ウ
ル
リ
ヒ
が
そ
の
創
設
を
要
求
し
た
「
厳
密
性
と

魂
の
地
球
事
務
局
」
(
回

E
Oロ∞
O
W
E
E江
主
仏

2
0
8
m
w戸
岡
山
閃
昨

2
r
H
H己
∞
S
F
)
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
理
念
」
を

さ
が
し
も
と
め
る
平
行
運
動
の
場
で
、

ウ
ル
リ
ヒ
は
「
古
い
精
神
」
に
と
っ
て
か
わ
る
「
よ
り
高
貴
な
精
神
」
を
生
み
だ
す
た
め
に
、

そ
の
事
務
局
で
「
精
神
の
総
在
庫
調
べ
」
を
お
こ
な
う
よ
う
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
小
説
の
な
か
で
は
、
こ
の
提
案
は
ま
と
も
に
と

り
あ
っ
て
も
ら
え
ず
、

ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
朗
笑
の
的
と
な
る
だ
け
で
つ
い
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
現
実
世
界
に
お
い
て
、

ム

ー
ジ
ル
は
い
か
に
し
て
こ
の
「
精
神
の
組
織
化
の
た
め
の
政
治
学
」
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
の
か
。

教
養
の
「
没
落
」

五一



教
養
の

一次
中市

--'-ノ、

そ
れ
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
、

ム
l
ジ
ル
は
す
ぐ
に
覚
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
精
神
と
経
験
」
か
ら
三
年
後
の

一
九
二
四
年
、

「
精
神
と
経
験
」

エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
た
の
と
お
な
じ

『ノ
イ
エ
・
メ
ル
ク

i
ア
』
誌
に
、

ム
i
ジ
ル
は
「
劇
場
の

〈没
落
〉
」
と
題

し
た
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
す
る
。
表
題
を
見
た
だ
け
で
す
ぐ
に
『
西
洋
の
没
落
』
を
意
識
し
た
と
わ
か
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
、

ム
ー
シ

ル
は
文
化
の
解
体
に
直
面
し
て
い
る
時
代
の
危
機
を
ふ
た
た
び
取
り
あ
げ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
こ
で
時
代
の
危
機
は
、
「
精
神

の
組
織
化
」
の
前
提
と
な
る
「
精
神
」
そ
れ
自
体
の
危
機
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ン
ユ
ベ
ン
グ
ラ
l
の
記
憶
を
い
か
に
も
つ
よ
く
想
起
さ
せ
る
表
題
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
し
エ
ッ
セ
イ
「
劇
場
の

〈没
落
〉
」
は
シ

ユ
ペ
ン
グ
ラ

l
の
思
考
を
直
接
批
判
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
「
没
落
」
の
主
格
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
は
や

ツ
セ
イ
」
に
お
い
て
、

ム
1
)ン
ル
は
、

さ
ら
に
は
「
教
養
」
で
あ
る
。
こ
の
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
「
道
徳
の
施
設
」

で
あ
っ
た
劇
場
の
「
没
落
」
に
言
寄
せ
て
、

い
わ
ば
第
二
の
「
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ

l
・エ

「一内
洋
」
で
は
な
く
、
ま
ず
は
「
劇
場
」
で
あ
り
、

ヨ

ロ
ツ
パ
の
市
民
階
級
が
十
八
世
紀
以
来
き
ず
き
あ
げ
て
き
た
教
養
の
「
没
落
」
に
つ
い
て
論
じ
る
の
だ
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
演
劇
の
「
没
落
」
か
ら
見
て
お
こ
、っ
。
第
一
次
大
戦
の
敗
戦
か
ら
六
年
後
の

一
九
二
四
年
当
時
、
ヴ
ィ

I
ン
の

フ
ラ
ン
投
機
の
失
敗
等
の
理
由
で
経
済

状
況
が
悪
化
し
た
結
果
、
「
道
徳
の
施
設
」
で
あ
る
と
と
も
に
市
民
階
級
の
「
高
級
な
文
化
財
」
で
も
あ
っ
た
劇
場
が
危
機
に
陥
っ
た

劇
場
支
配
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
「
劇
場
の
没
落
」
と
い
う
言
葉
が
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
。

の
で
あ
る
。
ム
i
シ
ル
の
見
る
と
こ
ろ
、
だ
が
劇
場
は
、
経
済
危
機
が
訪
れ
る
以
前
か
ら
す
で
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
。
も
と
も

と
宮
廷
の
も
の
で
あ
っ
た
劇
場
は
、
市
民
階
級
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
あ
と
も
な
お
祝
祭
空
間
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
て
い
た

が
、
高
度
資
本
主
義
の
時
代
以
降
、
劇
場
は
社
会
的
娯
楽
と
し
て
の
性
格
を
い
ち
じ
る
し
く
強
め
て
い
く
。
劇
場
に
関
心
を
も
っ
社



会
開
唱
が
ひ
ろ
が
り
、
そ
れ
が
ア
モ
ル
フ
な
構
造
を
も
つ
も
の
へ
と
拡
散
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
劇
場
で
の
公
演
は
「
義
務
で
あ
る
こ

と
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
娯
楽
か
ら
、
売
り
物
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
娯
楽
へ
」
と
変
貌
を
と
げ
、
こ
う
し
て
商
業
主
義
に

傾
斜
し
て
い
っ
た
劇
場
は
、

一
九
二

0
年
代
の
現
代
に
お
い
て
ふ
た
つ
の
条
件
を
同
時
に
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
「
可
能
な
か
ぎ
り
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
」
と
「
可
能
な
か
ぎ
り
親
し
み
が
も
て
る
こ
と
、

こ
と
」
で
あ
る
心
こ
の
相
反
す
る
条
件
が
同
時
に
も
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
理
由
を
、
ム

l
ジ
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
凡

つ
ま
り
凡
庸
で
あ
る

ほ
ん
ら
い
祝
祭
空
間
と
し
で
あ
っ
た
劇
場
は
、
宗
教
的
な
厳
粛
さ
と
結
び
つ
い
た
あ
る
種
の
義
務
、
も
し
く
は
強
制
を
と
も
な
う

娯
楽
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
退
屈
や
倦
怠
を
排
除
す
る
仕
組
み
を
内
包
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
商
業
主
義
へ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に

よ
っ
て
し
だ
い
に
「
純
粋
な
娯
楽
」

へ
と
接
近
し
て
い
っ
た
劇
場
は
、
そ
の
排
除
の
仕
組
み
を
喪
失
し
、
そ
れ
だ
け
「
凡
庸
」
な
も

の
に
な
っ
て
い
く

J

し
か
し
そ
う
や
っ
て
「
凡
庸
」
な
も
の
に
な
る
に
つ
れ
、
劇
場
の
内
部
に
は
退
屈
さ
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
き
、
そ

の
結
果
そ
こ
に
今
度
は
「
気
分
転
換
へ
の
欲
求
」
が
生
ま
れ
て
く
る
，
そ
の
欲
求
に
こ
た
え
る
の
が
「
気
晴
ら
し
」

(
N
角
田
可

2
E毛

と
し
て
の
「
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
」
な
の
だ
:
:

純
粋
な
娯
楽
と
し
て
「
凡
庸
で
あ
る
こ
と
」
と
、

気
晴
ら
し
と
し
て
「
セ

ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
」

|
|

こ
の
ふ
た
つ
の

条
件
を
同
時
に
劇
場
に
も
と
め
る
観
客
と
は
、
ま
さ
に
シ
斗
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
「
文
明
」
の
時
代
の
症
候
と
し
て
あ
げ
た
、
「
パ
ン
と
サ

ー
カ
ス
」
を
も
と
め
る
「
大
衆
」
の
す
が
た
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う

F
J

か
れ
ら
「
大
衆
」
と
し
て
の
観
客
1
1

ム
l
ジ
ル
は
こ
こ
で
は

「
大
衆
」
と
い
う
言
葉
を
使
つ
て
は
い
な
い
が
|
|
の
要
求
に
こ
た
え
よ
う
と
し
て
、
劇
場
は
、

一
方
で
は
ま
す
ま
す
平
板
で
口
あ
た

り
の
い
い
も
の

(
「
凡
庸
」
)
に
な
っ
て
い
き
、
ま
た
一
方
で
は
ま
す
ま
す
騒
が
し
く
絶
叫
す
る
も
の

「
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
」
)
に

な
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、

い
ま
や
劇
場
で
成
功
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
「
表
面
的
な

(
0
σ
2
P狩
E
F
n
y
)
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

教
貨
の

「
没
稀

七



教
集
の

一凡
は
務

J¥. 

-
却
-

の
豊
か
さ
」
と
「
深
層
に
お
け
る
不
毛
さ
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
劇
作
家
も
批
評
家
も
な
す
す
べ
を

知
ら
な
い
。
と
い
う
か
、

か
れ
ら
自
身
が
い
つ
の
ま
に
か
、
「
大
衆
」
に
交
け
い
れ
ら
れ
る
水
準
の
仕
事
し
か
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

」
ん
に
ち
で
は
、

有
能
な
劇
作
家
の
仕
事
ぶ
り
は
と
い
え
ば
、
労
働
時
間
の
最
初
の
三
分
の
一
と
終
業
ま
ぎ
わ
に
事
故
の
数
が
最
小
に
な
る
こ
と

を
心
得
て
い
る
工
場
管
理
技
師
の
よ
う
だ
。
集
中
力
に
は
波
が
あ
る
の
で
、
劇
中
に
一
二
つ
の
山
を
も
っ
て
く
る
ほ
う
が
一
つ
の

水
準
を
た
も
つ
よ
り
も
受
け
が
い
い
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
本
能
的
に
察
知
し
て
い
る
c

浬
念
な
ど
、
問
題
に
も
な
ら
な
い
コ

傍
点
筆
者

「
理
念
」
な
ど
問
題
に
し
よ
う
と
も
し
な
い
こ
う
し
た
劇
作
家
の
手
法
に
、
ム
l
ジ
ル
は

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
文
体
と
の
類
似
」
を

見
る
。
そ
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
な
「
工
場
で
の
経
験
」
に
も
と
づ
く
劇
作
法
を
斬
新
な
手
法
だ
と
も
ち
あ
げ
る
批
評

家
し
か
い
な
い
状
況
に
、
嘆
き
の
声
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
劇
作
品
の
精
神
的
意
義
に
つ
い
て
の
論
究
、
そ
の
作
品
が
も
っ
思

想
や
情
熱
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
雰
囲
気
に
つ
い
て
の
議
論
す
ら
、
こ
こ
で
は
ご
く
ま
れ
に
し
か
出
会
わ
な
い
」
(
傍
点
筆
者
)
と
。
ド
イ

色
抑
制
-

ツ
演
劇
の
世
界
に
い
ま
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
「
精
神
的
秩
序
を
も
と
め
る
た
め
の
意
志
と
能
力
」
な
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
「
劇
場
の
〈
没
落
こ
と
い
い
う
る
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

で
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ム

l
ジ
ル
に
よ
れ
ば
、

劇
場
と
い
う
商
業
化
さ
れ
た
「
娯
楽
の
危
機
」
(
民
江
田
広
島

g
〈
耳
鳴
阿
佐
m

窓
口
田
)
は
、
「
教
養
の
危
機
」
(
回
E
E石
田
町

E
田)

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
劇
場
は
、
「
教
養
の
娯
楽
」

(ErrEm町田
Z
羽
目
比
四
一
冊
目
)
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

に
ほ
か
な



「
教
養
」
と
「
娯
楽
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
文
化
財
だ
か
ら
で
あ
る

あ
る
い
は
、

そ
う
言
い
た
け
れ
ば
、

広
範
な
教
養
の
危
機
の
ご
く
一
部
を
し
め
す
も
の
で
し
か
な
い
。

わ
た
し
た
ち
が
体
験
し
て
い
る
教
養
の
黄
昏
の
ご
く
一
部
を
し
め
す
も
の
で
し
か
。
(
傍
点

こ
ん
に
ち
の
劇
場
が
露
呈
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
は
、

筆
者

か
く
し
て
、

エ
ッ
セ
イ
「
劇
場
の

〈
没
落
〉
」
は
そ
の
内
実
を
「
教
養
の

〈
没
落
〉
」
と
呼
び
う
る
も
の
に
変
え
、
以
下
順
次
「
教
養

の
黄
昏
」
と
ム

l
ジ
ル
が
い
う
時
代
状
況
を
え
が
き
だ
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
新
聞
を
見
る
が
い
い
。
新
聞
は
読
符
に

九
九
の
知
的
能
力
を
要
求
す
る
が
、

セ、
/
セ
l
シ
ョ
ン
を
追
い
も
と
め
る
こ
と

を
旨
と
す
る
新
聞
か
読
持
に
期
待
す
る
州
一想
的
能
力
と
は
、
「
日
八
刀
た
ち
の
報
道
を
な
ん
と
か

m
mす
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
最
小

の
」即
断
」
で
あ
る

そ
こ
に
「
精
神
的
業
給
に
つ
い
て
の
す
ば
や
く
適
切
な
理
解
一
な
と
ωド
む
べ
く
も
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
、
日

大
化
し
た
社
会
に
流
通
可
能
な
刺
激
と
し
て
の
「
英
雄
崇
押
・
残
虐
行
為
・
感
傷
・
偏
狭
・
金
銭
欲
・
流
行
・
中
楽
欲
・
好
奇
心
と

い
っ
た
大
衆
の
欲
求
(
冨

g
gロ
σ包
骨
F
Z
)
」
だ
け
だ
。

あ
る
い
は
ま
た
、
学
校
教
育
に
目
を
む
け
て
み
よ
う
。

い
ま
や
教
育
の
現
場
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
情
性
に
も
と
づ
く
干
か
ら
び

ふん
授
業
」
に
「
〈
心
の
教
育
〉
と
い
う
理
想
」
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
「
判
断
力
を
研
ぎ
す
ま
す
こ
と
に
代
え
て

〈
直
観
〉
が
、
語
る

こ
と
に
代
え
て

〈体
験
〉
が
、
概
念
化
す
る
規
定
に
代
え
て
写
真
が
」
、
そ
れ
ぞ
れ
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
お
な
じ
よ
う
な
風
潮
は
芸
術
の
領
戚
に
も
見
ら
れ
、
印
象
主
義
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
詩
人
は
「
心
臓
も
し
く
は
そ

以
公
的

戊
務
」

九



教
美
の

一没
務

四
0 

れ
に
相
似
た
、
人
間
の
大
脳
と
は
無
関
係
の
器
官
」
に
む
か
つ
て
語
り
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
知
性
と
悟
性
を
し
り
ぞ
け
る
、
「
い
わ
ゆ
る
主
知
主
義
へ
の
敵
対
」
と
総
称
し
う
る
よ
う
な
風
潮
が
社
会
を
覆
い
、

ほ
ぼ
す
べ
て
の
文
化
領
域
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
劇
場
の

(
没
落
〉
」
は
も
は
や
劇
場
の
内
部
だ
け
で
解
決
で
き

る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
。
劇
場
の
雰
囲
気
を
支
配
し
て
い
る
「
倦
怠
、
意
気
阻
喪
、
無
関
心
」
は
、
「
大
衆
の
欲
求
」
を
刺
激
す
る

新
聞
や
、
「
心
の
教
育
」
を
と
な
え
る
学
校
や
、
「
大
脳
」
と
の
か
か
わ
り
を
拒
否
す
る
印
象
主
義
の
文
学
等
に
よ
っ
て
醸
し
だ
さ
れ

る
「
教
養
と
文
化
の
倦
怠
、
不
確
実
、
精
神
の
衰
弱
」
と
通
底
し
、
そ
こ
に
「
息
を
の
む
よ
う
な
非
精
神
性
」
(
岳
巾
巳

m
B
5
5
8
r

C
D
m巾
z
z
m
w
o
E
)
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま

っ
た
こ
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
点
に
、
ム

l
ジ
ル
は
「
教
養
の
危
機
」
「
教
養
の
黄
昏
」
を
見
る
の

で
あ
る
。

だ
が
、
と
り
わ
け
劇
場
は
、
そ
の
よ
う
な
「
教
養
の
危
機
」
が
尖
鋭
化
し
た
場
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
先
に
見
た
、
理

念
な
ど
問
題
に
し
よ
う
と
も
し
な
い
「
劇
文
学
の
は
な
は
だ
し
い
非
知
性
ぶ
り
」
は
、
「
反
文
学
」
の
立
場
を
鮮
明
に
す
る
演
劇
人
に

よ
っ
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に

「
教
養
へ
の
嫌
悪
」
の
感
情
と
む
す
び

つ
け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
教
養
と
い
う
厄
介
物
か
ら
の
劇
場
の
解

放
」
が
声
高
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
教
養
か
ら
の
解
放
を
叫
ぶ
か
れ
ら
が
、
で
は
劇
場
に
ど
ん
な
新
風
を
吹
き
こ
も
う

と
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
即
興
と
俳
優
中
心
の
演
劇
と
い
う
純
粋
な
お
祭
り
騒
ぎ
の
復
活
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ム

1
ジ
ル
の
目

に
は
「
作
家
の
文
学
を
、
俳
優
た
ち
が
ま
い
に
ち
新
聞
で
読
ん
で
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
文
学
と
取
り
替
え
る
」
こ
と
に
し
か
映

戸
り
九
日
。
ぃ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

劇
場
に
た
ず
さ
わ
る
ほ
と
ん
ど
の
詩
人
が
、

み
ず
か
ら
こ
の
演
劇
の

「ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
化」

噂

』

問

削

I
1
 

担
し
た
。
か
れ
ら
は
才
能
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
な
っ
て
、
作
品
を
手
際
よ
く
ま
と
め
、
効
果
的
に
盛
り
あ
げ
、
観
客
を
刺
激
し
、

流
行
に
の
る
能
力
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
が
、
そ
う
や
っ
て
た
え
ず
新
し
い
も
の
を
求
め
る
か
れ
ら
が
見
い
だ
す
も
の
は
と
い
え



ば
、
た
だ
「
最
新
の
も
の
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。

精
神
の
大
気
中
を
た
だ
よ
う
も
ろ
も
ろ
の
刺
激
は
す
べ
て
、
ば
ら
ば
ら
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
ひ
と

(
甜
)

つ
と
し
て
深
め
ら
れ
、
成
熟
へ
と
い
た
る
こ
と
は
な
い
。

自
ら
の
手
で
教
養
を
追
放
し
た
劇
場
が
さ
ら
す
に
い
た
っ
た
、
こ
れ
が
そ
の
無
惨
な
す
が
た
で
あ
る
。

十
八
世
紀
以
来
「
教
養
の
娯
楽
」
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社
会
の
文
化
の
頂
点
に
君
臨
し
て
き
た
劇
場
は
、
こ
う
し
て
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
と
化
し
た
詩
人
の
手
に
み
ち
び
か
れ
て
自
己
崩
壊
へ
の
道
を
た
ど
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
教
養
」
の
崩
壊
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
教
養
を
さ
さ
え
て
き
た
「
精
神
」
の
崩
壊
で
も
あ
っ
た
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
劇
場
が
そ
の
よ
う
な
「
精
神
」
の
崩
壊
を
象

徴
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

ム
l
ジ
ル
は
ー
ー
か
つ
て
「
精
神
と
経
験
」

エ
ッ
セ
イ
で
シ
ユ

ペ
ン
グ
ラ

i
を
時
代
の
典
型
と
し

て
攻
撃
し
た
よ
う
に
|
|
劇
場
の
現
在
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
劇
場
の
、
そ
し
て
時
代
の
「
息
を
の
む
よ
う
な
非
精
神
性
」
を
批

判
す
る
ム

l
uン
ル
の
言
葉
は
い
か
に
も
辛
錬
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、

で
は
こ
の
事
態
を
打
開
す
る
た
め
に
な
に
を
す
れ
ば
い
い
の

か
と
自
問
す
る
と
き
、
彼
に
も
そ
の
答
え
は
容
易
に
は
見
つ
か
ら
な
い
。
「
精
神
と
経
験
」

エ
ッ
セ
イ
で
掲
げ
た
「
精
神
の
組
織
化
の

た
め
の
政
治
学
」
を
主
張
し
よ
う
に
も
、
組
織
化
す
べ
き
そ
の
「
精
神
」
が
ほ
と
ん
ど
死
に
瀕
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

教
養
の
「
没
落
」

四



教
離
党
の
一
!没
落
」

四

教
養
が
光
り
か
が
や
い
て
い
た
啓
蒙
の
十
八
世
紀
に
回
帰
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、

" 
Jレ

ダ

(
一
七
四
四
|
一
八

O
三
)
が
教
養
の
規
範
と
し
た
「
普
遍
的
な
人
間
の
叡
知
と
い
う
古
典
古
代
の
理
想
」
を
現
代
に
匙
ら
せ

る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
、
ど
ん
な
教
養
理
念
の
な
か
に
も
、
そ
の
時
代
時
代
の
相
対
的
理
想
を
越

え
た
「
普
遍
と
し
て
の
人
間
的
価
値
」
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が
、

一
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
教
養
理
念
は
さ
け
が
た
く
、
そ
れ
を
に
な
う

階
層
の
思
惑
に
規
定
さ
れ
て
も
い
る
。

ヘ
ル
ダ

l
の
「
教
養
人
」

Z
E
m
o
E
E
E
Z
冨∞ロ
m
n
y
)

が
理
想
と
す
る
「
洗
練
さ
れ
た
立
派

な
よ
き
趣
味
と
、

み
こ
と
に
完
成
さ
れ
た
言
葉
づ
か
い
と
い
う
永
遠
の
規
範
」
(
ヘ
ル
ダ
l

『美
し
い
学
問
と
ギ
ム
ナ
1
ジ
ウ
ム
教
育

の
真
の
概
念
に
つ
い
て
』
一
七
八
八
年
、
よ
り
)
に
し
て
も
、
そ
の
規
範
は
、
勃
興
期
に
あ
っ
た
市
民
階
級
が
「
社
会
的
上
昇
を
な

し
と
げ
る
た
め
の
論
拠
」
と
し
て
世
俗
的
に
機
能
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
啓
蒙
の
遺
産
と
し
て
の
教
養
は
、

現
代
の
大
衆
社
会
状
況
が
も
た
ら
し
た
「
人
間
の
数
の
日
々
の
増
加
」
と
い
う
事
態
に
対
処
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
時
代
遅
れ
で

あ
り
、
ム

l
uン
ル
の
見
る
と
こ
ろ
、
も
は
や
時
代
の
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
時
代
に
あ
わ
せ
て
、
教
養
に
あ
ら
た
な
内
容
を
も
り
こ
め
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
試
み
は
す
で
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
現
代
の
教
養
は
、
内
容
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
実
証
的
認
識
、
事
実
、
知
識
、
専
門
的
思
考
法
の
方
向
へ
と
む
か
い
、
「
実
用
の

世
界
支
配
」
の
様
相
す
ら
見
せ
て
い
る
し
、
学
校
教
育
の
場
で
も
「
現
実
的
傾
向
」
を
と
り
い
れ
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
っ
た
c

し

か
し
、
そ
の
結
果
は
と
い
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
際
的
知
識
や
認
識
が
ば
ら
ば
ら
に
並
存
す
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
学
校
に
お
い
て

も
、
人
文
主
義
的
教
育
が
実
科
教
育
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。

い
く
ら
教
養
に
あ
た
ら
し
い
内
容
を

注
入
し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
だ
け
の
教
養
理
念
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
「
あ
た
ら
し
い
精
神
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。



棄
と
と
も
に
、

で
は
、
ど
う
す
る
か
。
ム

l
ジ
ル
が
最
後
に
残
し
た
言
葉
は
「
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
途
方
に
く
れ
た
言

エ
ッ
セ
イ
「
劇
場
の

〈没
落
〉
」
は
、
教
養
が
没
落
し
、
精
神
を
喪
失
し
た
時
代
へ
の
苛
烈
な
批
判
だ
け
を
残
し
て
お

わ
る
の
だ
が
、
し
か
し
ム

l
ジ
ル
は
、
こ
の
問
題
を
な
お
も
諦
め
る
こ
と
な
く
追
究
し
、
そ
れ
か
ら
六
年
後
に
公
刊
し
た

「特
性
の

な
い
男
』
第

一
巻
(
一
九
三

O
)
に
お
い
て
、
「
厳
密
性
と
魂
の
地
球
事
務
局
」
の
創
設
を
ウ
ル
リ
ヒ
に
要
求
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
コ二

ツ
セ
イ
「
精
神
と
経
験
」
で
提
示
さ
れ
た
「
精
神
の
組
織
化
の
た
め
の
政
治
学
」
の
問
題
が
作
家
ム

i
ジ
ル
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重

要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
事
実
で
あ
る
が
、
本
稿
第
一
節
の
末
尾
で
述
べ
た
よ
う
に
、
だ
が
そ
の
要
求
も
ま
た
現
実

化
へ
の
希
望
も
あ
た
え
ら
れ
な
い
ま
ま
消
え
去
っ
て
い
く
の
を
見
る
と
き
、

わ
た
し
は
無
謀
に
も
、
こ
の
間
題
に
と
り
く
ん
だ
ム

l

ジ
ル
の
意
思
を
現
代
に
お
い
て
引
き
継
が
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
に
か
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ー
ー
ー
本
稿
で
暗
黙
の
う
ち
に
示
唆

し
つ
づ
け
た
よ
う
に
||

教
養
の
「
没
落
」
と
い
う
ム

l
ジ
ル
の
時
代
の
問
題
は
、
現
代
の
わ
た
し
た
ち
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら

F
，

ム
1
ジ
ル
の
解
け
な
か
っ
た
問
題
は
、
そ
の
後
八
十
年
ち
か
い
時
を
へ
だ
て
た
現
代
に
お
い
て
も
ま
だ
解
け
て
い
な
い
だ
け
で
な
く、

ま
す
ま
す
焦
眉
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ム
l
ジ
ル
の
意
思
を
引
き
継
い
で
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
を
、
彼
は
ふ
た
つ
の
「
シ
ユ
ベ
ン
ク
ラ
l

・
エ
ツ

セ
イ
」
の
な
か
に
書
き
の
こ
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
現
代
文
明
の
危
機
を
招
来
し
た
の
は
「
人
間
の
数
の
増
大
」
と
い

う
大
衆
社
会
状
況
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
教
養
の
危
機
」
に
ま
で
導
い
た
の
は
、

ほ
ん
ら
い
教
養
人
で
あ
る
べ
き
詩
人
や
批
評
家
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
半
可
な
知
識
を
ふ
り
ま
わ
し
て
「
西
洋
の
没
落
」
を
説
い
た
シ
ユ
ベ
ン
グ
ラ

l
も
ふ
く
め
て
、
現
代
に
お

け
る
知
識
人
は
精
神
を
喪
失
し
た
「
大
衆
」

で
は
な
い
か
と
い
う
そ
の
考
え
は
、

『特
性
の
な
い
男
』
第

一
巻
と
お
な
じ
一
九
三
O
年

に
刊
行
さ
れ
た

『大
衆
の
反
逆
』
で
オ
ル
テ
ガ

(
一
八
八
三
|
一
九
五
五
)
が
お
こ
な
う
、
「
大
衆
」
の
典
型
と
し
て
の
「
専
門
家
」

教
養
の
「
没
落
」

四



教
養
の

「没
務

四
四

批
判
に
つ
な
が

っ
て
い
く
視
点
を
先
取
り
し
て
い
る
。

に
も
二
十
世
紀
に
な
っ
て
と
つ
ぜ
ん
出
現
し
た
現
象
で
は
な
く
、

第
二
に
は
、
本
稿
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
「
劇
場
の
〈
没
落
〉
」
を
語
る
ム

l
ジ
ル
が
、
劇
場
に
お
け
る
「
精
神
の
貧
困
」
は
な

ゲ
ー
テ
時
代
に
も
存
在
し
た
「
愚
直
で
民
衆
的
な
特
徴
」
を
大
都

市
風
に
拡
大
し
、
尖
鋭
化
し
た
も
の
だ
と
言
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
教
養
が
も

っ
と
も
光
り
か
が
や
い
て
い
た
は
ず
の
啓
蒙
の
十

八
世
紀
に
、
す
で
に
教
養
の
危
機
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
考
え
は
、
教
養
と
そ
れ
に
関
与
す
る
「
人
間
の
数
の
増
大
」
の

問
題
、
す
な
わ
ち
啓
蒙
の
は
ら
む
「
大
衆
」
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
問
題
を
す
る
ど
く
え
ぐ
っ

た
ヴ
ィ
l
ラ
ン
ト
ご
七
一一
一一一一
1

一
八

二
二
)

の
小
説

『
ア
ブ
デ
ラ
の
人
び
と
』
(
一

七
七
四
)
の
存
在
を
想
起
さ
せ
る
。

こ
こ
で
は
オ
ル
テ
ガ
と
ヴ
ィ

l
ラ
ン
卜
と
い
う
ふ
た
り
の
名
前
を
出
し
た
が
、
両
者
を
む
す
ぶ
線
上
に
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
〈
大
衆
〉

と

〈教
養
〉
の
問
題
で
あ
り
、
わ
た
し
は
こ
の
問
題
を
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
中
心
と
す
る
中
欧
精
神
史
の
枠
組
み

の
な
か
で
探
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。〈
教
養
〉
は
な
ぜ
「
没
落
」
し
た
の
か
、
そ
れ
は

〈大
衆
〉
の
出
現
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か、

〈大
衆
〉
と
し
て
の
知
識
人
は
い
つ
・
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
か
、
そ
れ
は
は
た
し
て
ム

l
ジ
ル
の
い
う
「
人
間
の
数

の
増
大
」
と
関
係
が
あ
る
の
か
:
:
:
と
い
っ
た
聞
い
を
内
に
か
か
え
て
、

こ
れ
か
ら
わ
た
し
は
教
養
理
念
の
誕
生
す
る
十
八
世
紀
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
、
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
を
起
点
に
以
下
順
次
、

フ
ン
ボ
ル
ト
、
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ

l
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
ニ
!
チ
ェ
、

ジ
ン
メ

ル、

M
・
ウ
ェ

l
パ
1
、
ト
レ
ル
チ
、
シ
ェ

l
ラ
l
、
マ
ン
ハ
イ
ム
、
ム

l
ジ
ル
、
H
・
ブ
ロ

ッ
ホ
、
カ
ネ

ツ
テ
ィ
を
主
要
な
中
継
地

と
す
る
、
教
養
の
精
神
史
を
た
ど
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ム
l
ジ
ル
の
断
念
し
た
問
題
へ
の
答
え
を
も
と
め
る
試
み
で
あ
る
と

同
時
に
、
お
そ
ら
く
は
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
ぬ
も
う
ひ
と
つ
の
教
養
の
す
が
た
を
も
と
め
る
探
索
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
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本
稿
は
、
「
知
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・
教
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の
ゆ
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え
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い
う
仮
想
の
表
題
の
も
と
、
今
後
書
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
論
考
の
序
章
で
あ
る
。
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