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は
じ
め
に

今
日
、
老
若
を
問
わ
ず
、「
今
の
生
活
が
で
き
て
い
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
」「
今
が
よ
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
で
は

な
い
か
」
と
い
う
考
え
が
広
が
っ
て
い
る
。「
過
去
」
や
「
未
来
」
の
こ
と
は
考
え
る
必
要
が
な
い
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
現
在
は
「
脱
歴
史
時
代
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
「
脱
歴
史
時
代
」
に
お
い
て
「
脱
」
の
対
象
と
な
る

「
歴
史
」
は
、「
過
去
」
の
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
す
る
興
味
や
、「
過
去
」
の
知
ら
な
い
出
来
事
へ
の
興
味
に
由
来

す
る
歴
史
や
、
政
治
に
動
員
さ
れ
る
歴
史
と
は
違
う
。
そ
う
い
う
意
味
の
「
歴
史
好
き
」
や
「
歴
史
動
員
」
は
今
日
、

ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
歴
史
」
と
は
、
最
低
限
、「
過
去
」
を
大
事
に
し
て
、「
今
」
や
「
自
分
」 

と
の
関
係
で
、
そ
こ
か
ら
教
訓
や
示
唆
を
得
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
指
す
。
そ
う
い
う
姿
勢
が
今
日
な
く
な
り
つ
つ
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
が
「
今
」
な
に
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
か
に
よ
っ
て
、「
未
来
」
が
決
ま
っ
て
く
る
の
で
あ

り
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
「
今
」
は
「
過
去
」
の
成
果
や
結
果
と
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
よ
い

点
も
悪
い
点
も
、
否
応
な
く
「
過
去
」
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
今
」
を
通
し
て
「
過
去
」
は

「
未
来
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
「
歴
史
を
生
き
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
脱
歴

史
」
は
容
易
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
さ
え
で
き
る
。
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「
脱
歴
史
時
代
」
の
今
こ
そ
、
歴
史
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
を
考
え
て
み
る
い
い
機
会
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
た
ち
を
含
め
、
歴
史
の
研
究
と
教
育
に
携
わ
る
専
門
家
は
、「
歴
史
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
」
と
い
う
、
こ
の

基
本
的
な
問
題
を
自
明
の
も
の
と
し
て
向
き
合
わ
な
い
ま
ま
、
歴
史
の
考
え
方
、
学
び
方
を
論
じ
て
き
た
傾
向
が
あ

る
。
い
ま
は
、
立
ち
止
ま
っ
て
、
歴
史
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

＊
　
＊

　
＊

本
書
で
は
、
わ
た
し
た
ち
に
身
近
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
歴
史
の
中
で
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
な
の
か
を
、
で
き
る
だ
け
平
易
に
説
い
て
、
歴
史
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
す
で
に
歴
史
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
人
に
は
、
そ
れ
を
実
感
し
て
も
ら
い
、「
歴
史
な
ん
か
」
と
言
っ

て
い
る
人
に
は
、「
お
や
お
や
」
と
感
じ
て
も
ら
い
た
い
。

本
書
の
柱
と
な
る
論
点
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

（
1
）「
わ
た
し
も
社
会
も
歴
史
的
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。
現
在
は
過
去
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
、
言
い

換
え
れ
ば
現
在
は
過
去
の
遺
産
の
上
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
過
去
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
教
訓
を
得
る
必
要
が
あ
る
し
、

過
去
か
ら
現
在
に
課
せ
ら
れ
た
「
制
約
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
2
）「
歴
史
は
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
過
去
か
ら
教
訓
を
得
、
現
在
に
課
せ
ら
れ
た
「
制

約
」
を
自
覚
す
る
た
め
に
は
、「
見
た
く
な
い
過
去
」
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
3
）「
現
在
は
過
去
に
も
未
来
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
。
現
在
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が
歴
史
の

一
ペ
ー
ジ
を
つ
く
る
と
き
、
未
来
を
考
え
な
い
現
在
は
行
き
詰
ま
る
。
そ
の
未
来
の
た
め
に
現
在
に
お
い
て
な
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に
が
で
き
る
か
は
、
過
去
か
ら
の
「
制
約
」
の
も
と
に
あ
っ
て
、
何
で
も
自
由
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ

か
ら
、
過
去
と
現
在
と
未
来
は
切
り
離
せ
な
い
。

本
書
の
構
成
は
こ
の
三
点
に
沿
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、「
人
は
だ
れ
で
も
歴
史
を
生
き
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、

「
歴
史
は
必
要
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
が
狙
い
で
あ
る
。

二
〇
二
二
年
六
月
三
〇
日

編
者
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序章　「今がよければそれでいいのさ」なのか（南塚）

1

序
　
章�

「
今
が
よ
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
さ
」
な
の
か�

南
塚
信
吾

は
じ
め
に

「
歴
史
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
お
そ
ら
く
二
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
あ
ら
た
め
て
発
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
「
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
の
か
」
と
か
「
ど
う
い
う
歴
史
が
必
要
な
の
か
」 

と
い
っ
た
問
い
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
変
化
は
ど
の
よ
う
に
、
ど
う
し
て
起
き
た
の
か
。
そ
れ
は
「
脱
歴

史
時
代
」
が
や
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
研
究
や
歴
史
教
育
に
携
わ
る
人
々
の
議
論
を
見
な
が
ら
、

「
脱
歴
史
」
と
い
う
事
態
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
き
た
の
か
、
な
ぜ
「
脱
歴
史
時
代
」
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
今
「
歴

史
」
は
な
ぜ
必
要
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
な
お
本
章
は
、
欧
米
と
日
本
を
念
頭
に
考
え

て
い
る
が
、
途
上
国
で
は
違
っ
た
状
況
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
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2

1
　「
脱
歴
史
」
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
き
た
の
か

二
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
歴
史
が
無
視
あ
る
い
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
は
、
世
界
中
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
て
み
る
だ
け
で
も
二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
、「
な
ぜ
歴
史
は
大
切
な

の
か
」「
な
ぜ
歴
史
は
重
要
な
の
か
」
と
い
っ
た
記
事
が
多
数
出
て
い
る
。
こ
の
「
歴
史
離
れ
」
は
ど
の
よ
う
に
注

目
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
九
八
年
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
ピ
ー
タ
ー
・
Ｎ
・
ス
タ
ー
ン
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
会（
Ａ
Ｈ
Ａ
）の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
、「
な
ぜ
歴
史
を
学
ぶ
の
か
」
と
い
う
小
論
を
載
せ
た
。
か
れ
は
、
人
々
が
、「
わ
れ
わ
れ
は
現
在
に
生

き
て
い
て
、
未
来
に
つ
い
て
構
想
し
未
来
を
気
に
か
け
て
い
る
。
だ
が
、
歴
史
は
過
去
を
研
究
す
る
も
の
で
は
な
い

か
。
わ
れ
わ
れ
は
現
在
を
生
き
る
の
に
精
い
っ
ぱ
い
で
、
し
か
も
未
来
を
気
に
し
て
い
る
と
き
、
な
ぜ
昔
の
こ
と
を

気
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
言
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（Sternes, “W

hy Study H
istory? ”

）。
こ
の
あ

た
り
か
ら
、
歴
史
の
必
要
性
を
問
う
動
き
が
始
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
歴
史
教
育
の
立
場
か
ら
危
機
感
を
吐

露
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
サ
ム
・
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
も
、
二
〇
〇
一
年
の
著
書
の
中
で
、
現
在
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

「
ど
の
歴
史
が
よ
り
良
い
か
」
な
の
で
は
な
く
て
、「
な
ぜ
私
た
ち
は
歴
史
を
学
ぶ
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る（
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
『
歴
史
的
思
考
』
三
三
―
三
六
頁
）。

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
Ｊ
・
ト
シ
ュ
は
二
〇
〇
八
年
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。
今
日
、
人
々
は
、
世
界
が
あ
ま
り
に
速

く
動
い
て
い
る
の
で
、
歴
史
は
合
理
的
な
議
論（
社
会
的
言
説
）を
ほ
と
ん
ど
提
供
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
考
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
複
雑
な
問
題
が
人
々
の
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
な
ぜ
そ
れ
ら
の
問
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題
が
現
在
の
形
を
と
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
十
分
な
説
明
も
な
い
し
、
過
去
の
記
録
か
ら
何
ら

か
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
一
方
、
歴
史
家
の
側
で
も
、

自
分
の
学
者
と
し
て
の
誠
実
さ
を
守
ろ
う
と
し
て
、
現
在
の
問
題
に
過
度
に
関
与
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
わ
れ

わ
れ
の
周
り
の
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
日
々
の
変
化
が
あ
ま
り
に
も
速
い
。
容
赦
の
な
い
現
在
主
義（
プ
レ

ゼ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）が
表
面
的
な
分
析
を
促
進
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
経
験
が
時
間
の
流
れ
の
中
で
生
じ

た
と
い
う
深
い
現
実
を
あ
い
ま
い
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と（Tosh, W

hy H
istory M

atters, pp.viii-ix

）。
同
じ
く

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
Ｐ
・
Ｊ
・
コ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
も
、「
だ
れ
も
が
歴
史
を
生
き
て
い
る
―
―
な
ぜ
歴
史
は
大
切
な

の
か
」（
二
〇
〇
八
年
）と
い
う
記
事
で
、
近
年
、
歴
史
の
効
用
と
は
何
な
の
か
、「
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
い
っ
た

い
な
ぜ
重
要
な
の
か
」
と
聞
か
れ
て
し
ま
う
、
と
嘆
い
て
い
る（Corfield, “All people are living histories ”

）。

日
本
で
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、
加
藤
周
一
が
日
本
文
化
に
お
け
る
「
現
在
主
義
」
に
警
告
を
発
し
て
い
た
。
か
れ

は
、「
日
本
社
会
に
お
い
て
は〔
中
略
〕現
在
の
生
活
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
過
去
に
拘こ

だ
わら

ぬ
こ
と
を
理
想
と
す
る

傾
向
が
著
し
い
」
と
言
う
。
つ
ま
り
「
日
本
社
会
に
は〔
中
略
〕過
去
は
水
に
流
し
、
未
来
は
そ
の
時
の
風
向
き
に
任

せ
、
現
在
に
生
き
る
強
い
傾
向
が
あ
る
。
現
在
の
出
来
事
の
意
味
は
、
過
去
の
歴
史
お
よ
び
未
来
の
目
標
と
の
関
係

に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
や
目
標
か
ら
独
立
に
、
そ
れ
自
身
と
し
て
決
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

か
く
て
「
日
本
で
は
人
々
が
「
今
＝
こ
こ
」
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」（
加
藤
『
日
本
文
化
に
お
け
る
時
間
と
空

間
』
一
―
四
、
二
三
三
頁
）。
加
藤
は
、
こ
う
い
う
「
現
在
主
義
」
を
指
摘
し
て
、
二
一
世
紀
初
頭
に
お
け
る
「
脱
歴

史
」
を
警
告
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
ろ
、
二
〇
〇
九
年
に
、
例
え
ば
歴
史
家
の
桃
木
至
朗
は
、
日
本
社
会
で

は
、
一
般
向
け
の
歴
史
書
は
大
量
に
出
版
さ
れ
、
大
河
ド
ラ
マ
や
歴
史
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
氾
濫
し
て
、
一
見
歴
史
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が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
「
歴
史
離
れ
」
が
着
々
と
進
ん
で
い
る
と
し
か
思
え
な
い
と
深
い
懸
念

を
表
明
し
て
い
た（
桃
木
『
わ
か
る
歴
史
面
白
い
歴
史
役
に
立
つ
歴
史
』
一
九
―
二
〇
頁
）。

だ
が
、
二
〇
一
六
年
前
後
か
ら
新
た
な
事
態
が
生
じ
た
。
こ
の
年
に
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
問
う
国

民
投
票
や
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
あ
た
り
を
境
に
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
が
広
が
り
始
め
た
。
こ
の
時
期
以
後
、

歴
史
は
ま
す
ま
す
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

や
や
早
く
二
〇
一
四
年
に
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
リ
ン
・
ハ
ン
ト
は
、『
歴
史
は
な
ぜ
重
要
な
の
か
』（
邦
訳
は
『
な

ぜ
歴
史
を
学
ぶ
の
か
』）と
い
う
本
で
、
独
自
の
角
度
か
ら
事
態
を
見
て
い
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
い
ら
な
い
ど

こ
ろ
か
、
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
に
「
争
点
化
」
さ
れ
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
歴
史
に
関
す
る
「
嘘
」（
フ
ェ

イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
）が
あ
ふ
れ
、
歴
史
に
つ
い
て
の
記
念
碑
が
破
壊
さ
れ
た
り
、
歴
史
教
科
書
が
論
争
の
種
に
な
っ
た
り
、

歴
史
に
関
す
る
記
憶
が
論
争
を
生
ん
だ
り
、
人
々
の
集
合
的
記
憶
が
掘
り
崩
さ
れ
た
り
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
途
上
国
を
含
め
、
世
界
の
ど
こ
で
も
、「
歴
史
に
対
す
る
公
衆
の
欲
求
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に

大
き
く
な
っ
て
い
る
」。
例
え
ば
、
回
想
録
、
自
伝
、
映
画
、
テ
レ
ビ
・
シ
リ
ー
ズ
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
、
歴
史
博
物

館
、
歴
史
遺
跡
、
各
種
の
歴
史
団
体
、
記
念
碑
、
建
築
物
、
戦
場
な
ど
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
だ
か
ら
「
歴
史
へ
の
公

衆
の
関
心
は
単
に
増
大
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
天
井
知
ら
ず
の
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
で
は
確
実
な
「
歴
史
的
事
実
」
に
基
づ
い
た
歴
史
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
う（
ハ
ン
ト
『
な

ぜ
歴
史
を
学
ぶ
の
か
』
二
二
―
二
六
頁
）。
一
見
歴
史
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
リ
ン
・
ハ
ン
ト
的
に
言
え

ば
、「
注
目
を
集
め
る
」
よ
う
な
歴
史
、
あ
る
い
は
「
関
心
を
持
つ
よ
う
に
動
員
」
さ
れ
た
歴
史
、「
操
作
さ
れ
た
」

歴
史
が
、「
も
て
は
や
さ
れ
」「
あ
ふ
れ
」
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。「
操
作
さ
れ
た
」
歴
史
が
も
て
は
や
さ
れ
て
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い
て
、「
正
確
な
歴
史
的
出
来
事
や
歴
史
的
経
緯
」
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、「
脱
歴
史
」
な
の
で
あ

る
。そ

の
後
も
深
刻
な
危
機
感
が
訴
え
ら
れ
続
け
た
。
例
え
ば
、
二
〇
一
八
年
に
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
教
育
者
Ｔ
・
Ｒ
・

ア
イ
ゼ
ル
ハ
ー
ト
は
、
教
育
の
現
場
で
「
歴
史
が
な
ぜ
大
切
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
比
較
的
最
近
の
こ
と
な
の
だ
、
こ
れ
ま
で
こ
う
い
う
問
題
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
、

過
去
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
や
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
に
異
論
を
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
う（Isselhardt,  “W

hy 

H
istory Is Im

portant ”
）。

以
上
の
よ
う
に
、
二
一
世
紀
に
は
激
動
す
る
世
界
情
勢
の
中
で
、「
脱
歴
史
時
代
」
が
進
行
し
て
き
た
。
で
は
、

改
め
て
、
な
ぜ
こ
う
い
う
「
脱
歴
史
時
代
」
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

2
　
な
ぜ
「
脱
歴
史
時
代
」
に
な
っ
た
の
か

ポ
ス
ト「
冷
戦
」

前
記
の
ト
シ
ュ
は
、
な
ぜ
「
脱
歴
史
時
代
」
に
な
っ
た
の
か
を
、「
冷
戦
」
後
の
時
代
状
況
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

ト
シ
ュ
の
二
〇
〇
八
年
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
に
、「
脱
歴
史
時
代
」
が
始
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
、
視
覚
芸
術
や
文
学
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
、
過
去
の
遺
産
に
束
縛
さ
れ
な
い
新

し
い
形
式
を
求
め
た
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
、
社
会
全
体
で
も
、
技
術
進
歩
が
速
ま
り
、
新
し
い
も
の
が
近
代
と
考

え
ら
れ
、
過
去
を
見
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
最
近
は
、
新
た
な
要
因
が
現
れ
て
い
る
と
言
う
。
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一
つ
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
Ｉ
Ｔ
革
命
に
よ
っ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
の
傾
向
は
加
速
さ
れ
、
歴

史
的
背
景
の
な
い
進
歩
が
信
仰
さ
れ
、
過
去
を
見
る
必
要
が
ま
す
ま
す
な
く
な
っ
た
。
も
う
一
つ
に
は
、「
冷
戦
」

後
の
政
治
状
況
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
「
冷
戦
」
の
間
、
東
西
両
陣
営
は
歴
史
観
を
共
有
し
て
い
た
が
、

「
冷
戦
」
が
終
わ
る
と
状
況
は
変
わ
っ
た
。「
冷
戦
」
の
終
結
に
よ
っ
て
、
人
々
は
、
記
憶
を
遡
る
よ
う
な
歴
史
的
展

望
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
ま
す
ま
す
な
く
な
っ
た
。
過
去
は
、
利
用
す
べ
き
遺
産
で
は
な
く
て
、
逃
れ
る
べ
き
重
荷
に

な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る（Tosh, W

hy H
istory M

atters, pp.8-9

）。

同
じ
時
期
、
日
本
で
も
桃
木
が
「
歴
史
離
れ
」
が
着
々
と
進
ん
で
い
る
理
由
を
次
の
三
点
に
求
め
て
い
る
。
そ
れ

は
、
①
高
校
ま
で
の
経
験
か
ら
歴
史
は
「
暗
記
科
目
」
だ
と
い
う
基
本
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、

②
歴
史
は
「
現
代
に
関
係
な
い
」「
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と（
こ
れ
は
実

用
性
に
価
値
を
置
く
ア
メ
リ
カ
的
思
考
様
式
に
結
び
つ
い
て
い
る
）、
そ
し
て
、
③
「
極
端
な
政
治
的
歴
史
観
の
横
行
が
、
歴

史
を
論
ず
る
こ
と
へ
の
忌
避
を
強
め
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
と
言
う（
桃
木
『
わ
か
る
歴
史
面
白
い
歴
史
役
に
立
つ
歴

史
』
一
九
―
二
〇
頁
）。
こ
こ
に
は
日
本
特
有
の
事
情
も
入
っ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
は
こ
の
時
代
の
世
界
各
地
で
の

危
機
感
の
日
本
的
表
れ
な
の
で
あ
る
。「
極
端
な
政
治
的
歴
史
観
の
横
行
」
と
い
う
の
は
、
ト
シ
ュ
の
言
う
過
去
が

「
逃
れ
る
べ
き
重
荷
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

「
冷
戦
」
の
終
結（
一
九
八
九
―
九
一
年
）と
湾
岸
戦
争（
一
九
九
一
年
）、
そ
し
て
二
〇
〇
一
年
の
「
九
・
一
一
」
同
時

多
発
テ
ロ
以
後
の
世
界
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
が
大
き
く
立
ち
現
れ
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
Ｉ
Ｔ
革
命

が
急
速
に
進
行
し
た
。
時
代
が
あ
ま
り
に
速
く
動
く
中
で
人
々
は
、
現
在
を
生
き
る
の
に
精
い
っ
ぱ
い
で
、
目
先
の

問
題
の
処
理
に
追
わ
れ
、
歴
史
な
ど
を
気
に
す
る
ゆ
と
り
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
、「
冷
戦
」
期
の
思
考
の
枠
組
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み
が
崩
れ
、
記
憶
を
遡
る
よ
う
な
歴
史
的
展
望
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
く
な
り
、
過
去
は
「
逃
れ
る
べ
き
重
荷
に
な

っ
た
」。
こ
う
し
て
「
脱
歴
史
時
代
」
は
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
冷
戦
」
終
結
後
の
政
治
状
況
か
ら
の

説
明
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
根
深
い
文
化
的
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
影

響
で
あ
る
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

一
九
八
〇
年
代
に
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
思
想
運
動
が
広
が
っ
た
。
こ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
に
「
近
代
」
の
さ
ま

ざ
ま
な
思
想
の
様
式
を
問
い
直
す
動
き
と
し
て
始
ま
っ
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
理
性
の
広
が
り
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
「
大
き
な
物
語
」
や
「
進
歩
」
と
い
っ
た
近
代
合
理
主
義
の
考
え
を
批
判
し
た（M

cG
uigan, M

odernity and 

Postm
odern Culture, pp.1-2

）。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
す
べ
て
の
「
中
心
」
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
「
脱
中
心
」
の
思

想
を
持
つ
。「
脱
中
心
」
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
求
め
ら
れ
、
空
間
的
に
は
国
の
内
外
の
区
別
な
ど
、
時
間
的

に
は
現
在
と
過
去
の
区
別
な
ど
が
相
対
化
さ
れ
た
。
ま
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
「
事
実fact

」
や
「
真
実truth

」
と

い
う
考
え
を
徹
底
的
に
批
判
し
た（Southgate, Postm

odernism
 in H

istory, pp.11-19

）。
こ
の
「
脱
中
心
」
や
「
事
実
」 

「
真
実
」
へ
の
疑
問
は
、
歴
史
に
対
し
て
重
大
な
挑
戦
を
突
き
付
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
中
心
的
柱
と
な
っ
た
の
が
一
九
六
〇
―
七
〇
年
代
に
提
唱
さ
れ
た
「
言
語
論
的
転

回
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
語
学
者
の
Ｆ
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
再
評
価
か
ら
始
ま
っ
た
。
か
れ
は
二
〇
世
紀
の
初
頭
、

「
言
語
」
と
い
う
も
の
は
現
実
を
伝
え
る
手
段
で
は
な
く
、
言
語
そ
れ
自
体
が
現
実
を
確
定
す
る
の
だ
と
主
張
し
て

い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
哲
学
者
の
Ｊ
・
デ
リ
ダ
は
、
言
語
的
構
造
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
「
テ
ク
ス
ト
」
は
外
部
の
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人
間
世
界
に
は
関
係
が
な
い
と
し
、
歴
史
叙
述
が
言
語
の
テ
ク
ス
ト
の
形
を
と
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
現
実
と
は
関
係

が
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
哲
学
者
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
は
、
人
間
、
国
家
、
社
会
、
経
済
、
身
体
、
性
、
精
神
な
ど
、

い
ず
れ
も
客
観
的
現
実
な
ど
で
は
な
く
、
言
語
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
言
説
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
言
説
こ
そ
現
実

な
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
家
は
い
か
な
る
形
で
も
過
去
を
正
確
に
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
刺
激

さ
れ
て
、
歴
史
学
の
分
野
で
も
、
Ｌ
・
ス
ト
ー
ン
は
、
過
去
を
言
語
で
表
現
す
る
歴
史
叙
述
は
、
す
べ
て
「
物
語
」

な
の
で
あ
り
、
歴
史
叙
述
は
文
学
の
物
語
が
持
つ
形
式（
ロ
マ
ン
的
、
悲
劇
的
、
喜
劇
的
、
風
刺
的
）に
支
配
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
主
張
し
た（
ウ
ィ
ル
ソ
ン
『
歴
史
学
の
未
来
へ
』
二
五
一
―
二
五
三
、
二
五
五
頁
。
な
お
こ
れ
と
は
別
に
分
析
哲
学
に
お
い

て
は
、
す
で
に
言
語
の
論
理
と
哲
学
の
問
題
と
し
て
言
語
論
的
転
回
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
）。

要
す
る
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
一
方
で
は
、
歴
史
の
中
に
客
観
的
事
実
な
る
も
の
を
否
定
し
、
歴
史
上
の
事
実

と
い
う
も
の
は
、
史
料
の
記
録
者
の
バ
イ
ア
ス
だ
け
で
な
く
、
言
語
、
言
説
、
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
「
構
築
」
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
し
、
他
方
で
は
、
歴
史
記
述
は
歴
史
家
の
政
治
的
バ
イ
ア
ス
だ
け
で
な
く
、
記
述
の
修
辞
的
・
文

学
的
側
面（
言
語
や
プ
ロ
ッ
ト
）に
内
在
す
る
バ
イ
ア
ス
に
従
っ
て
「
構
築
」
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
だ
っ
た（
ウ
ィ
ル
ソ

ン
『
歴
史
学
の
未
来
へ
』
二
〇
七
、
二
五
六
―
二
五
七
頁
、W

oolf, A
 G

lobal H
istory of H

istory, p.499

も
見
よ
）。

実
は
す
で
に
歴
史
家
の
中
に
は
、
こ
う
い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
議
論
の
一
部
を
先
取
り
し
て
い
た
人
も
い
た
。
た

と
え
ば
、
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
は
『
歴
史
と
は
何
か
』（
一
九
六
一
年
）に
お
い
て
、
客
観
的
な
事
実
と
そ
の
積
み
上
げ
に
よ

る
歴
史
と
い
う
考
え
を
否
定
し
て
、
歴
史
を
認
識
し
記
述
す
る
主
体
と
し
て
の
歴
史
家
の
意
識
が
事
実
を
解
釈
す
る

う
え
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
カ
ー
は
言
語
の
機
能
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
か
っ

た
が
、
歴
史
家
を
離
れ
た
客
観
的
事
実
と
い
う
も
の
を
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
挑
戦
を
受
け
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
改
め
て
歴
史
と
は
な
に
か
が
盛
ん
に
問
わ
れ
た
。

歴
史
家
の
サ
ウ
ス
ゲ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
歴
史
家
の
反
応
に
は
三
つ
が
あ
っ
た（Southgate, Postm

odernism
 in H

istory, 

pp.50-52
）。
一
つ
は
、
徹
底
し
た
反
発
で
あ
っ
た
。
二
つ
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
主
張
に
は
一
部
の
意
味
を
認
め

る
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
主
張
は
「
極
端
な
相
対
主
義
」
で
あ
り
、
客
観
的
な
歴
史
的
事
実
は
存
在
す
る
の
だ
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
三
つ
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
新
し
い
歴
史
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の

立
場
か
ら
は
、
二
一
世
紀
に
入
る
と
「
歴
史
物
語
り
」
論
が
登
場
し
た
。
こ
れ
は
、
史
料
を
作
る
時
も
人
間
が
「
物

語
り
」
と
し
て
書
い
て
お
り
、
そ
う
い
う
史
料
を
使
っ
て
歴
史
を
記
述
す
る
時
も
、
人（
歴
史
家
）は
「
物
語
り
」
と

し
て
書
い
て
い
る
の
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
の
中
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
受
け
容
れ
た
歴
史
学
も
「
歴
史
物
語
り
」
論
も
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
学
の
方
法
と
し
て

は
重
要
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
が
、
と
も
に
客
観
的
事
実
に
基
づ
く
歴
史
を
無
意
味
と
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
伴
っ

て
、
歴
史
自
体
も
無
意
味
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
る
傾
向
を
生
み
出
し
た
。
一
般
社
会
で
は
、
歴
史
は
知
る
に
値
し
な

い
、
研
究
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
歴
史
は
「
物
語
り
」
な
の
だ
か
ら
、
な
に
を
語
っ
て
も
い
い
と
い
う
ふ
う
に

受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
の
議
論
は
、
歴
史
へ
の
懐
疑
を
生
む
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
歴
史
へ

の
関
心
を
強
め
た
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
「
極
端
な
議
論
」
は
「
脱
歴
史
時
代
」

を
生
み
出
す
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
挑
戦
を
受
け
容
れ
て
い
る
リ
ン
・
ハ
ン
ト
も
、
左
記
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
言
語
論
的
転
回
」
に
影
響
さ
れ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
歴
史
学
は
、
か
つ
て
の
歴
史
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム（
マ
ル
ク
ス
主

義
、
近
代
化
論
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
な
ど
）を
批
判
し
た
が
、
代
わ
っ
て
な
に
か
積
極
的
な
代
案
を
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。



序章　「今がよければそれでいいのさ」なのか（南塚）

10

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
論
が
一
番
可
能
性
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
こ
れ
も
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
よ
う
に
「
ト
ッ
プ
ダ

ウ
ン
」
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
従
来
の
歴
史
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
繰
り
返
し
で
あ
る
と
言
う（
ハ
ン
ト
『
グ
ロ
ー
バ
ル

時
代
の
歴
史
学
』
一
六
五
頁
）。
つ
ま
り
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
歴
史
学
も
代
案
は
出
せ
て
お
ら
ず
、
歴
史
学
自
体
が
混
迷

状
態
に
あ
る
か
ら
、「
歴
史
離
れ
」
が
起
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
「
脱
歴
史
時
代
」
を
説
明
す
る

鍵
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歴
史
学
の
混
迷
の
間
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
歴
史
は
知
る
に
値
し
な
い
、
歴
史
は
い
か
よ
う
に
も
「
構

築
」
し
「
物
語
」
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
風
潮
を
生
み
出
し
、
人
々
を
歴
史
か
ら
離
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
問
題
は
、
そ
の
延
長
上
に
「
ポ
ス
ト
真
実
」
と
い
う
考
え
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

「
ポ
ス
ト
真
実
」
の
下
で
は
、「
脱
歴
史
時
代
」
は
さ
ら
に
促
進
さ
れ
た
。

「
ポ
ス
ト
真
実
」

二
〇
一
六
年
が
「
ポ
ス
ト
真
実
」
の
歴
史
に
と
っ
て
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
以
降
、「
ポ
ス
ト
真
実
」

と
い
う
言
葉
の
使
用
度
が
急
増
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
は
「
二
〇
一
六
年
の
こ
と
ば
」
に
、

「
ポ
ス
ト
真
実post-truth

」
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
「
公
論
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
客
観
的
な
事
実fact

よ
り
も
、

感
情
や
個
人
的
信
条
に
訴
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
影
響
力
の
強
い
状
況
」
を
意
味
す
る
と
し
た（https://languages.

oup.com
/w

ord-of-the-year/2016/

）。
わ
れ
わ
れ
は
「
事
実
」
と
「
真
実
」
を
尊
重
す
る
よ
う
な
時
代
と
文
化
を
乗
り

越
え
て
、
そ
れ
を
「
後
ろ
」
に
し
て
、
そ
の
次
の
世
界
に
来
て
い
る
の
だ
、「
事
実
」
や
「
真
実
」
は
も
う
時
代
遅

れ
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る（
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
『
ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー
ス
』
二
〇
頁
）。
つ
ま
り
、「
ポ
ス
ト
真




