
　

今
日
私
た
ち
が
生
息
し
て
い
る
時
代
が
、
近
代
で
あ
ろ
う
が
ポ
ス
ト
近
代
で
あ
ろ
う
が
、

い
ず
れ
そ
の
根
本
原
理
ら
し
き
も
の
を
遡
及
的
に
求
め
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
西
欧
近
代
と
い

う
大
き
な
歴
史
的
奔
流
に
ぶ
ち
当
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。（
短
小
の
書
評
だ
と
い
う
の
に
、

わ
れ
な
が
ら
随
分
と
大
上
段
に
構
え
た
も
の
だ
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
が
、
し
ば
し
ご
辛

抱
い
た
だ
き
た
い
。）
そ
こ
で
、
西
欧
近
代
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
な
る
わ
け
だ
が
、
も

と
よ
り
近
代
だ
け
を
い
く
ら
こ
ね
く
り
回
し
た
と
こ
ろ
で
、
木
を
見
て
森
を
見
ず
、
と
も

か
く
西
欧
全
体
を
捉
え
る
の
で
な
け
れ
ば
埒
が
明
か
な
い
。

　

で
は
ど
こ
か
ら
攻
め
る
の
か
。
大
雑
把
に
考
え
う
る
の
は　

㈠
古
代
か
ら
、
㈡
中
世
か

ら
、
㈢
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
、
の
三
方
式
だ
ろ
う
。
㈠
は
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
を
ホ
ー
ム
グ

ラ
ウ
ン
ド
と
す
る
由
緒
正
し
き
古
典
学
の
世
界
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
も
「
近
代
」
と
同
じ

で
、
そ
の
場
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
は
西
欧
と
い
う
森
は
見
え
な
い
。
た
だ
歴
史
の
偶
然
の

お
陰
で
、「
古
代
の
再
生
」
た
る
㈢
と
通
底
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
近
代
と
は
気
脈

が
通
じ
る
。（
こ
の
通
路
の
可
能
性
と
効
能
に
つ
い
て
は
、
木
庭
顕
の
偉
業
を
見
よ
。）
と

い
う
こ
と
は
、
㈢
か
ら
初
め
て
も
㈠
と
の
往
復
を
い
ず
れ
必
須
と
す
る
の
で
、
㈠
と
㈢
は

一
蓮
托
生
、
同
日
の
談
で
済
む
。
残
る
は
㈡
の
「
中
世
か
ら
」
と
な
る
。

　

近
代
と
同
様
、
中
世
だ
け
に
留
ま
る
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
い
く
ら
で
も
い
る
。
な
に
し

ろ
約
一
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
続
き
、
国
境
も
定
ま
ら
な
い
広
漠
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド

で
あ
る
。
し
か
し
、
な
か
に
は
古
代
か
ら
近
現
代
ま
で
を
包
括
的
に
捉
え
る
傑
出
し
た
巨

人
が
い
て
、
学
問
的
視
野
の
広
さ
に
お
い
て
こ
の
人
た
ち
の
右
に
出
る
も
の
は
ま
ず
い
な

い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
そ
も
そ
も
「
中
世
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
古
代
」
と
「
ル
ネ
サ

ン
ス
・
近
代
」
の
中
間
に
挟
ま
れ
た
時
代
と
い
う
、
文
字
通
り
中
途
半
端
な
概
念
、
と
な
れ

ば
「
古
代
」
と
「
近
代
」
双
方
が
そ
の
規
定
的
前
提
と
な
っ
て
い
て
も
、
不
思
議
は
な
い
。

　

そ
し
て
こ
の
西
欧
中
世
を
包
括
的
に
捉
え
る
視
座
を
用
意
し
た
の
は
、
大
戦
前
の
ド
イ

ツ
に
栄
え
た
「
ロ
マ
ン
ス
語
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
分
野
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
Ｅ
・

ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
Ｅ
・
Ｒ
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
仕
事
は
、
そ
の
記
念
碑
的
大
業
と
し
て

今
に
残
る
。
両
著
と
も
、
両
大
戦
に
よ
っ
て
失
墜
し
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

を
目
の
当
た
り
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
、
こ
の
こ
と
は
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
よ
う
や
く
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ヘ
ラ
ー
＝
ロ
ー
ゼ
ン
の
登
場
で
あ
る
。
こ
の
多
才
な
著

者
の
処
女
作
は
―
わ
れ
ら
が
伊
藤
達
也
氏
の
周
到
な
付
録
「
解
説
」
に
よ
る
と
―
フ
ラ

ン
ス
中
世
後
期
の
作
品
『
薔
薇
物
語
』
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
っ
た
。『
エ
コ
ラ
リ
ア
ス
』

に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
広
範
多
岐
に
わ
た

り
、
そ
の
様
は
ま
さ
に
一
時
代
前
の
ド
イ
ツ
「
ロ
マ
ン
ス
語
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
」
の
版
図
を
想

起
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
は
「
中
世
か
ら
」
と
い
う
、
両
者
に
共
通
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
攻
略
法
に
深
く
関
係
す
る
と
思
う
の
は
、
ひ
と
り
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
中
世
つ

な
が
り
は
、
こ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
二
〇
世
紀
の
後
半
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
」
と
い
う

概
念
に
、
一
時
代
昔
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
大
き
な
変
動
が
起
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ア
ラ
ビ
ア
文
化
と
い
う
要
素
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
」
概

念
へ
の
編
入
で
あ
る
。
た
し
か
に
以
前
か
ら
、「
十
字
軍
」
研
究
な
ど
に
お
い
て
は
、
カ
ル

チ
ャ
ー
・
シ
ョ
ッ
ク
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ア
ラ
ビ
ア
文
化
を
云
々
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
。

た
だ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
敵
対
者
と
し
て
局
外
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
」
概
念
を
構
成
す
る
一
つ
の
内
部
要
素
と
し
て
の
扱
い
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、

ダ
ン
テ
と
い
え
ば
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
ク
ル
テ
ィ
ウ
ツ
も
共
に
西
欧
中
世
文
化
の
掉
尾

を
飾
る
精
華
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
「
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ア
ラ
ビ
ア
」
要
素
の
入
り
込
む
余

地
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
時
は
流
れ
時
代
が
変
わ
る
と
、『
エ
コ
ラ
リ
ア
ス
』
第
二
〇
章

（「
詩
人
の
楽
園
で
」）
に
好
例
を
見
る
よ
う
に
、『
神
曲
』
の
天
国
篇
は
、
そ
れ
が
書
か
れ

る
三
世
紀
も
前
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
作
品
（
ア
ル
＝
マ
ア
ッ
リ
ー
『
許
し
の
書
簡
』
第
一
部
）

と
並
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
こ
の
比
較
天
国
文
化
論
は
残
念
な
が
ら
表
面
的
な
議
論
に

ダ
ニ
エ
ル
・
ヘ
ラ
ー
＝
ロ
ー
ゼ
ン
著
・
関
口
涼
子
訳
・
伊
藤
達
也
解
説

『
エ
コ
ラ
リ
ア
ス
　
言
語
の
忘
却
に
つ
い
て
』

み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
八
年

髙
田 

康
成

書�
評
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終
始
す
る
。）
と
も
か
く
ヘ
ラ
ー
＝
ロ
ー
ゼ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
「
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ア
ラ
ビ

ア
」
転
回
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
「
ロ
マ
ン
ス
語
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
」
の
版
図
を
さ
ら
に
広
げ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
わ
が
国
の
西
洋
中
世
学
は
こ
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ア
ラ
ビ
ア
」
転
回
に
立

ち
遅
れ
た
か
に
見
え
る
。
北
米
で
は
小
ブ
ッ
シ
ュ
の
イ
ラ
ク
侵
攻
が
、
こ
の
面
で
は
皮
肉

に
も
効
を
奏
し
た
と
言
え
る
。

　

ヘ
ラ
ー
＝
ロ
ー
ゼ
ン
の
文
化
拡
張
主
義
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
面
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
方

法
論
的
に
も
膨
張
政
策
を
と
り
、「
ロ
マ
ン
ス
語
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
」
に
代
表
さ
れ
る
「
通
史

的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
柱
の
ひ
と
つ
と
し
て
押
さ
え
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
ー
コ
ブ
ソ

ン
の
足
跡
を
た
ど
る
か
の
よ
う
に
、
構
造
主
義
的
（
つ
ま
り
「
共
時
的
」）
な
種
々
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
も
包
摂
し
て
ゆ
く
。（
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
と
は
懐
か
し
い
！
）
そ
の
意
味
で
、
対
と

な
っ
た
二
つ
の
章
（「
文
献
学
の
星
」
と
「
星
は
ま
た
輝
く
」）
は
、
著
者
の
立
ち
位
置
を

洒
脱
に
語
る
。
こ
こ
に
い
う
「
文
献
学
」
と
は
す
な
わ
ち
「
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
＝
歴
史
言
語

学
」
の
親
玉
の
こ
と
で
、
と
く
に
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
を
比
較
し
て
そ
の
「
起
源

の
形
態
」
―
「
祖
語
」
あ
る
い
は
「
語
根
」
―
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
溢
れ
る

分
野
「
印
欧
語
比
較
文
法
」
と
い
う
や
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
掛
か
り
な
比
較
検
討
の

末
に
捻
り
出
さ
れ
た
「
起
源
の
形
態
」
は
、
も
と
よ
り
「
想
像
の
形
式
」
に
留
ま
る
。
そ

し
て
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
不
在
の
印
「
＊
」（
ア
ス
テ
リ
ス
ク
＝
星
）
印
を
付
す
こ

と
が
慣
例
と
な
っ
た
。
著
者
の
い
う
「
文
献
学
の
星
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
ア
ス
テ
リ
ス
ク
の
つ
い
た
形
態
が
推
測
を
意
味
す
る
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
の
記
号
の
必
要
性
が
薄
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
過
去
の
原
資
料
が
消

え
去
っ
た
星
印
の
付
い
た
単
語
は
、
諸
言
語
の
歴
史
的
発
展
や
言
語
間
を
結
ぶ
類
似
性
を

照
ら
し
て
お
り
、
逆
説
的
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
の
単
語
が
消
失
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
の
だ
。」
こ
の
洞
察
は
才
気
あ
ふ
れ
る
著
者
の
面
目
躍
如
た
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
こ
の
逆
説
こ
そ
が
本
書
の
テ
ー
マ
と
し
て
通
奏
低
音
を
な
す
。

た
だ
し
こ
こ
で
、「
残
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
説
明
す
る
の
は
白
紙
の
部
分
に
か
か
っ
て

い
る
」
と
い
う
小
粋
な
逆
説
は
、
た
し
か
に
意
表
を
つ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
が
、
我
々

に
と
っ
て
は
、
戦
前
戦
中
の
京
都
学
派
ゆ
か
り
の
「
無
」
と
か
「
空
」
と
か
い
う
も
の
を

彷
彿
と
さ
せ
、
や
や
う
す
気
味
の
悪
い
と
こ
ろ
が
残
ら
な
い
で
も
な
い
。

　

文
献
学
に
お
け
る
こ
の
「
消
去
」
さ
れ
た
「
白
紙
」
の
決
定
的
効
用
は
、
二
〇
世
紀
後
半

の
言
語
革
命
に
お
い
て
も
、
実
は
な
お
変
わ
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
著
者
の
さ
ら
な

る
洒
脱
な
観
察
で
あ
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
革
命
的
な
「
変
形
生
成
文
法
」、
つ
ま
り
「
通

史
的
」
に
不
在
の
「
起
源
の
形
態
」
を
求
め
る
方
法
を
斥
け
て
、
人
類
に
普
遍
の
「
共
時

的
＝
構
造
的
」
文
法
を
体
系
的
に
記
述
し
よ
う
と
い
う
試
み
に
お
い
て
も
、「
文
法
」
を
表

現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
非
文
法
」
的
部
分
を
同
定
し
な
け
れ
ば
事
は
始
ま
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
普
遍
文
法
を
記
述
す
る
に
は
、
非
文
法
的
な
「
消
去
」
さ
れ
る
べ
き
「
白
紙
」
の

部
分
が
峻
別
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
果
た
せ
る
か
な
、
そ
の
「
非
文
法
的
」

部
分
を
弁
別
す
る
印
と
し
て
「
＊
」
が
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。「
星
は
ま
た
輝
く
」
と

は
、
ま
さ
に
言
い
え
て
妙
。

　

ヘ
ラ
ー
＝
ロ
ー
ゼ
ン
の
文
化
拡
張
主
義
は
さ
ら
に
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
ス
ラ

ヴ
文
化
圏
に
お
よ
ぶ
か
と
思
え
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
つ
な
が
り
の
ユ
ダ
ヤ
学
系
統
の
話
題
に

転
ず
る
。
し
か
も
そ
の
「
語
り
の
妙
」
に
お
い
て
は
、
ナ
タ
リ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
や
カ
ル

ロ
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
ら
が
率
い
る
「
新
歴
史
主
義
」
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た

か
に
見
え
る
。
果
た
し
て
こ
の
生
産
的
文
化
拡
張
主
義
が
、
東
洋
極
東
に
食
指
を
伸
ば
す

日
が
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
中
国
版
ヘ
ラ
ー
＝
ロ
ー
ゼ
ン
が
出
る
前
に
、
是
非
日
本
製

の
、
し
か
し
大
和
魂
式
で
な
い
、
文
化
拡
張
主
義
が
登
場
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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