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ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
論

を
め
ぐ
っ
て

                    
山
田  

慎
二 

      

は
じ
め
に

  

わ
た
し
た
ち
の
生
き
る
社
会
は
、
な
ん
と

情
な
い
あ
り
さ
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
経
済
の
繁
栄
と
ひ
き
か
え
に
、
も

っ
と
も
大
切
な
道
徳
的
な
価
値
を
見
失
っ

た
。
そ
の
経
済
さ
え
破
綻
し
た
。
痛
切
な
失

望
感
の
う
ち
に
前
世
紀
は
幕
を
閉
じ
、
新
世

紀
を
迎
え
て
も
、
い
っ
こ
う
に
未
来
の
展
望

は
ひ
ら
け
な
い
。

  

ひ
る
が
え
っ
て
み
る
と
、
行
き
詰
ま
っ
て

い
る
の
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
重
苦
し

い
閉
塞
感
が
地
球
規
模
に
広
が
っ
て
い
る
。

千
年
に
一
度
の
節
目
に
あ
た
る
新
世
紀
は
、

衝
撃
的
な
国
際
テ
ロ
事
件
と
と
も
に
幕
を
あ

け
た
。
人
類
の
歴
史
そ
の
も
の
が
、
破
滅
へ

の
シ
ナ
リ
オ
に
踏
み
込
ん
だ
か
の
よ
う
で
あ

る
。
文
明
の
危
機
と
い
え
よ
う
。

  

強
い
危
機
感
と
と
も
に
、
い
ま
私
が
想
い

起
こ
す
の
は
、
久
松
真
一
博
士
の
提
起
し
た

〈
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
〉
思
想
で
あ
る
。
博
士

は
、
と
く
に
最
晩
年
の
ほ
ぼ
一
○
年
間
に
わ

た
り
「
人
類
は
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
」
と

切
迫
感
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
た
。
あ
の
情
熱

あ
ふ
れ
る
探
究
精
神
こ
そ
、
私
た
ち
は
受
け

継
ぎ
た
い
。

  

た
だ
、
久
松
先
生
に
よ
っ
て
真
理
が
語
ら

れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
形

の
ま
ま
受
け
売
り
す
る
だ
け
で
す
む
の
か
、

と
い
え
ば
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
私
た

ち
は
博
士
と
同
じ
テ
ー
マ
を
絶
え
ず
自
分
自

身
の
問
題
と
し
て
、
み
ず
か
ら
と
ら
え
直
す

試
み
を
か
さ
ね
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

  

久
松
思
想
の
提
起
以
降
に
世
界
で
何
が
起

き
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
に
何
を
学
ん

だ
の
か
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
論
の
立
場
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
読
み
と
る
の
か
。
い

ま
、
私
は
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
を
は
じ
め

た
い
。

      

そ
の
一

  

ま
ず
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
久
松

思
想
は
、
世
界
の
な
か
で
決
し
て
孤
立
し
て

い
な
い
。
二
○
世
紀
後
半
に
お
い
て
グ
ロ
ー

バ
ル
な
同
時
代
性
を
そ
な
え
て
い
た
。
し
か

も
、
欧
米
の
潮
流
よ
り
一
歩
早
く
、
先
駆
的

で
さ
え
あ
っ
た
。

  

こ
こ
に
、
一
つ
の
証
言
が
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
神
学
者
の
小
田
垣
雅
也
は
著
書
『
現
代

の
キ
リ
ス
ト
教
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
の

な
か
で
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
東
洋
的
無
の

思
想
の
関
係
を
論
じ
て
、
こ
う
述
べ
た
。

  

「
私
が
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
い
う
言
葉
そ

の
も
の
に
は
じ
め
て
出
会
っ
た
の
は
、
久
松

真
一
博
士
の
論
文
『
悟
り―

後
近
代
的
（
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
）
人
間
像
』
を
読
ん
だ
と
き

で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
哲
学
を
読
ん

だ
と
き
で
は
な
い
」

  

こ
の
久
松
論
文
は
、
一
九
六
七
年
に
筑
摩

書
房
刊
行
の
講
座
『
禅
』
第
一
巻
に
発
表
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
者
、
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ

ー
ル
の
有
名
な
『
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
条
件
』

（
一
九
七
九
年
）
よ
り
も
一
○
年
以
上
も
早

い
の
で
あ
る
。

  

「
久
松
論
文
を
読
ん
で
、
私
は
ポ
ス
ト
・
モ

ダ
ン
と
い
う
言
葉
の
含
意
を
直
ち
に
理
解
し

た
」

  

小
田
垣
が
語
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
近
代
合

理
主
義
的
な
思
考
の
仮
構
性
な
い
し
虚
構
性

を
見
き
わ
め
、
そ
の
思
想
と
し
て
の
限
界
を

ズ
バ
リ
端
的
に
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
、
小
田
垣
は
久
松
思
想
に
対
し
て

深
い
共
鳴
を
示
し
た
。

  

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
で
登
場
し
た
様
々
な
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
論
は
、
久
松
博
士
が
い
う
悟

り
の
あ
り
方
と
通
底
し
、
そ
れ
を
煩
瑣
な
手

続
で
説
明
し
た
だ
け
の
よ
う
に
私
に
は
見
え

た
」

  

説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
久
松
博
士
は
、

こ
こ
で
明
快
に
人
間
像
の
四
つ
の
類
型
を
提

示
し
て
い
る
。近
代
合
理
主
義
的
な
人
間
像
。

そ
れ
が
崩
壊
し
た
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人

間
像
。
そ
こ
か
ら
他
律
的
な
救
済
を
願
う
有

神
論
的
な
人
間
像
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
脱

却
し
て
絶
対
的
に
自
律
的
な
悟
り
に
覚
め
る

の
が
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
人
間
像
と
さ
れ

た
。

  

こ
の
あ
と
久
松
博
士
は
、
一
九
七
一
年
に

「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ス
ト
宣
言
」
を
発
し
、

さ
ら
に
七
六
年
に
論
文
「
近
代
の
没
落
と
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ス
ト
世
界
の
構
想
」
を
執
筆

し
た
。
い
わ
ば
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
人
間

像
か
ら
世
界
像
へ
。
即
ち
（
Ｆ
・
Ａ
・
Ｓ
）

の
（
Ｆ
）
の
立
場
か
ら
（
Ａ
・
Ｓ
）
の
立
場

へ
発
展
さ
せ
た
。

  

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
世
界
像
に
お
い

て
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
近
代
国
家
に
対

す
る
手
き
び
し
い
批
判
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
近
代
批
判
の
マ
ト
を
国
家
否
定
の
一

点
に
集
中
さ
せ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

  

「
国
家
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
政
治
面

で
は
和
平
が
妨
げ
ら
れ
、経
済
面
で
は
精
神
・

物
質
的
資
材
の
融
通
が
は
ば
ま
れ
、
倫
理
面

で
は
普
遍
性
が
喪
わ
れ
、
最
も
自
由
で
普
遍

的
で
あ
る
べ
き
哲
学
も
宗
教
も
国
家
的
偏
向

に
堕
し
…
」

  

六
○
年
代
後
半
か
ら
七
○
年
代
前
半
に
か

け
て
世
界
は
激
動
し
て
い
た
。
東
西
陣
営
の

対
立
は
い
つ
果
て
る
と
も
知
れ
ず
、
核
戦
争

の
悪
夢
に
世
界
は
お
び
え
続
け
た
。
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
は
泥
沼
と
化
し
、
世
界
中
の
学
生
、

若
者
は
反
乱
の
様
相
を
露
わ
に
し
た
。

  

こ
の
状
況
に
お
い
て
、
久
松
博
士
は
社
会

主
義
と
か
自
由
主
義
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
次
元
で
は
な
く
、
禅
思
想
の
深
い
自
覚
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の
次
元
か
ら
近
代
文
明
そ
の
も
の
を
根
底
か

ら
問
う
姿
勢
を
貫
い
た
の
で
あ
る
。

  

こ
の
当
時
、
久
松
博
士
と
似
た
問
題
意
識

を
示
し
た
の
は
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ

ー
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
二
○
世

紀
を
代
表
す
る
歴
史
家
は
、
六
○
年
代
半
ば

に
著
書
『
現
代
が
受
け
て
い
る
挑
戦
』（
新

潮
社
）
の
な
か
で
国
家
主
義
を
超
え
る
理
念

と
し
て
世
界
主
義
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

  

「
世
界
主
義
が
表
現
を
見
出
し
た
二
つ
の

歴
史
的
な
制
度
が
、
世
界
国
家
と
世
界
宗
教

で
あ
る
」

  

歴
史
家
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
こ
う
し
た
構
想

は
、
当
時
に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
も
予
定
調

和
的
な
楽
観
論
と
み
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ま
や
再
び
文
明
の
危
機
の
時
代

に
直
面
し
て
、
世
紀
を
超
え
て
な
お
色
あ
せ

ぬ
高
貴
な
理
念
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

      

そ
の
二

  

国
際
的
に
〈
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
〉
と
い
う

用
語
が
は
じ
め
て
使
わ
れ
た
の
は
、
建
築
史

の
分
野
で
あ
っ
た
。
ひ
た
す
ら
合
理
性
と
機

能
性
の
み
を
追
求
し
て
き
た
モ
ダ
ン
建
築
を

批
判
し
て
、
歴
史
的
様
式
の
装
飾
な
ど
を
取

り
入
れ
る
現
代
建
築
の
新
手
法
を
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ン
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

  

建
築
評
論
家
、
飯
島
洋
一
の
解
説
に
よ
る

と
、
一
九
七
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
批
評
家
、

チ
ャ
ー
ル
ス
・
ジ
ェ
ン
ク
ス
が
『
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ン
建
築
の
言
語
』
を
著
し
、
先
鞭
を
つ

け
た
。
し
か
も
、
ご
て
い
ね
い
に
も
モ
ダ
ン

建
築
の 

〝
死
亡
診
断
書 

〞
ま
で
つ
け
た
。

  

「
モ
ダ
ン
建
築
は
、
正
確
に
は
一
九
七
二

年
七
月
一
五
日
午
後
三
時
三
二
分
に
米
ミ
ズ

ー
リ
州
セ
ン
ト
ル
イ
ス
で
死
亡
し
た
」

  

こ
れ
は
評
判
の
悪
か
っ
た
住
宅
団
地
が
、

当
局
の
手
に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
爆
破
さ

れ
た
事
実
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
団
地
を
設

計
し
た
の
は
、日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
建
築
家
、

ミ
ノ
ル
・
ヤ
マ
サ
キ
で
あ
っ
た
。

  
そ
れ
か
ら
三
○
年
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
に
そ
び
え
る
高
四
○
○
メ
ー

ト
ル
の
ツ
イ
ン
タ
ワ
ー
の
世
界
貿
易
セ
ン
タ

ー
ビ
ル
が
、
い
わ
ゆ
る
「
九
・
一
一
テ
ロ
」

に
よ
っ
て
崩
れ
落
ち
た
。
こ
の
超
高
層
ビ

ル
も
ま
た
ヤ
マ
サ
キ
の
設
計
で
知
ら
れ
て
い

た
。

  

よ
り
高
く
、
よ
り
機
能
的
に
極
限
ま
で
追

求
し
、
い
っ
さ
い
の
装
飾
を
排
除
し
た
無
愛

想
な
箱
形
建
築
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
典
型
と

い
わ
れ
た
。
モ
ダ
ン
建
築
は
、奇
し
く
も 

〝
二

度
死
ぬ 

〞
運
命
を
演
じ
た
か
の
よ
う
で
あ

る
。

  

一
方
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
建
築
の
実
物
を

身
近
に
さ
が
す
な
ら
ば
、
大
阪
・
道
頓
堀
川

に
架
る
戎
橋
の
北
詰
に
建
つ
キ
リ
ン
プ
ラ
ザ

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
京
大
教
授
の

建
築
家
、
高
松
伸
の
作
品
で
あ
る
。
巨
大
な

ぼ
ん
ぼ
り
を
空
へ
突
き
立
て
た
よ
う
な
ユ
ニ

ー
ク
な
姿
を
み
せ
、
日
本
建
築
学
会
賞
を
受

賞
し
た
。

  

ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
レ
イ
ン
』

が
大
阪
で
ロ
ケ
し
た
と
き
、名
匠
リ
ド
リ
ー
・

ス
コ
ッ
ト
監
督
は
、
さ
す
が
に
こ
の
建
物
に

目
を
つ
け
、
ト
ッ
プ
・
シ
ー
ン
に
登
場
さ
せ

た
。
夜
空
に
浮
か
ぶ
光
り
の
デ
ザ
イ
ン
は
、

妖
し
い
ま
で
の
美
し
さ
を
放
っ
た
。

  

と
も
あ
れ
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
い
う
言

葉
は
建
築
に
と
ど
ま
ら
ず
、
音
楽
・
美
術
・

文
学
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
文
化
現
象
の
あ

ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

  

ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
高
度
資
本

主
義
社
会
で
は
、
一
九
七
○
年
前
後
を
境
に

し
て
文
化
現
象
に
か
な
り
特
徴
的
な
変
容
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
音
楽
で
い
え
ば

ロ
ッ
ク
が
台
頭
し
、
美
術
で
は
ポ
ッ
プ
ア
ー

ト
、
文
学
で
は
ミ
ス
テ
リ
ー
、
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
、
ホ
ラ
ー
、
Ｓ
Ｆ
と
い
っ
た
エ
ン
タ
テ
イ

メ
ン
ト
小
説
に
よ
っ
て
席
捲
さ
れ
た
。

  
大
ま
か
に
い
え
ば
、
七
○
年
代
以
降
の
文

化
現
象
を
特
徴
づ
け
る
呼
び
方
と
し
て
、
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
が
通
用
し
た
。
い
わ
ば
社

会
学
的
文
化
論
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
久

松
博
士
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
論
が
宗
教
哲
学

的
文
明
論
の
性
格
を
持
つ
の
に
対
し
、
次
元

の
違
い
を
指
摘
で
き
る
。
欧
米
流
は
水
平
方

向
に
文
化
現
象
の
表
層
を
横
滑
り
し
、
久
松

流
は
垂
直
方
向
に
文
明
の
深
層
を
掘
り
下
げ

た
。

  

こ
こ
で
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、

と
く
に
日
本
の
場
合
で
あ
る
。
流
行
語
と
し

て
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
と
「
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ズ
ム
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
が
混
同
し
て

使
わ
れ
、
い
わ
ば
言
葉
の
バ
ブ
ル
現
象
を
ひ

き
起
こ
し
た
。

  

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
は
、
社
会
の
大
き
な
変

化
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ズ
ム
は
そ
の
時
代
の
中
で
生
ま
れ
た
特
定

の
主
義
・
主
張
（
イ
ズ
ム
）
を
指
す
に
す
ぎ

な
い
。
日
本
の
場
合
、
八
○
年
代
を
中
心
に

ニ
ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
言
説
が

ブ
ー
ム
の
よ
う
に
大
流
行
し
た
。
こ
れ
ら
の

論
者
た
ち
は
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
た
り
し
た
。

  

そ
の
時
期
が
ち
ょ
う
ど
日
本
経
済
の
異
常

な
バ
ブ
ル
期
と
か
さ
な
っ
て
い
た
の
は
、
皮

肉
に
も
象
徴
的
で
あ
っ
た
。
二
○
世
紀
末
を

前
に
し
て
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
の
軽
薄
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、

ま
さ
に
泡
の
ご
と
く
雲
散
霧
消
し
た
。

  

「
ニ
ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
象
徴
さ
れ
た

八
○
年
代
の
日
本
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム

は
、
む
し
ろ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（
近
代
主
義
）
の

ち
ょ
っ
と
シ
ニ
カ
ル
な
変
種
に
す
ぎ
な
か
っ

た
」

  

い
ま
で
は
、
こ
ん
な
判
定
を
く
だ
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
騒
々
し
い
混
乱
の
時
期
に
あ
っ

て
は
、
久
松
博
士
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
論
が
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語
ら
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

      

そ
の
三

  

新
世
紀
を
待
た
ず
に
歴
史
は
動
い
た
。

一
九
八
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
破
れ
て
東

西
冷
戦
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
と
き
、
そ
れ

は
世
界
史
上
き
わ
め
て
象
徴
的
な
出
来
事
と

思
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ

ン
ス
革
命
か
ら
数
え
て
ち
ょ
う
ど
二
○
○
年

に
あ
た
る
。
こ
の
二
世
紀
間
こ
そ
、
ま
さ
し

く
「
近
代
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

  

ま
る
で
絵
に
描
い
た
よ
う
な
「
近
代
の
終

わ
り
」そ
の
も
の
が
実
現
し
た
か
に
見
え
た
。

と
こ
ろ
が
、
す
か
さ
ず
ア
メ
リ
カ
の
日
系
政

治
学
者
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
が
『
歴

史
の
終
わ
り
』
と
い
う
論
文
を
発
表
し
た
。

こ
れ
は
評
判
が
悪
か
っ
た
。

  

「
何
を
い
う
か
。
歴
史
は
続
い
て
い
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
歴

史
が
動
き
出
し
た
で
は
な
い
か
」

  

し
か
し
、
フ
ク
ヤ
マ
が
言
っ
て
い
る
の
は
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
人
類
は
自
由
民

主
主
義
や
資
本
主
義
を
特
長
と
す
る
近
代
化

の
歩
み
を
続
け
て
き
た
。
共
産
主
義
が
敗
退

し
た
時
点
で
、
も
は
や
、
こ
の
近
代
化
路
線

の
ほ
か
に
選
択
の
道
は
な
く
な
っ
た
。
そ
う

い
う
歴
史
観
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
フ

ク
ヤ
マ
独
自
の
思
想
と
は
い
え
な
い
。

  

た
と
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
○
六
年
に

イ
エ
ナ
の
戦
い
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
勝
利
し
た

と
き
「
歴
史
は
終
わ
っ
た
」
と
語
っ
た
。
つ

ま
り
、
西
欧
型
の
近
代
社
会
の
到
来
を
も
っ

て
「
歴
史
の
完
結
」
と
み
な
す
西
洋
中
心
主

義
の
発
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

  

こ
れ
に
対
し
て
鮮
明
に
反
対
の
立
場
を
と

っ
た
の
が
、
か
っ
て
フ
ク
ヤ
マ
の
恩
師
で
あ

っ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
教
授
で

あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
世
界
は
地
球
規
模
で

単
一
の
シ
ス
テ
ム
へ
向
っ
て
進
ん
で
い
る
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
文
明
の
衝
突
」
と

い
う
泥
沼
に
は
ま
り
込
ん
で
い
る
。
世
界
は

六
つ
か
七
つ
の
大
き
な
文
明
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
併
存
し
、
地
球
上
の
各
地
で
絶
え
ず

紛
争
を
繰
り
返
す
で
あ
ろ
う
。

  

こ
う
し
た
二
つ
の
文
明
史
観
が
対
立
し
た

ま
ま
二
一
世
紀
を
迎
え
た
。
そ
こ
で
、
い
き

な
り
「
九
・
一
一
テ
ロ
」
が
起
き
た
。
グ
ロ

ー
バ
ル
な
資
本
主
義
の
中
枢
に
攻
撃
を
加
え

た
の
は
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
文
明
そ
の
も
の

に
敵
意
を
抱
く
イ
ス
ラ
ム
教
過
激
派
で
あ
っ

た
。
あ
る
意
味
で
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
教
授
の
予

言
が
的
中
し
た
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
フ

ク
ヤ
マ
は
テ
ロ
の
あ
と
で
も
な
お
「
私
の
ほ

う
が
正
し
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。

  

フ
ク
ヤ
マ
に
よ
る
と
、
近
代
化
は
「
極
め

て
強
力
な
貨
物
列
車
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
途
中
で
い
ろ
ん
な
悲
し
い
出
来
事
が
あ

っ
た
と
し
て
も
「
線
路
か
ら
脱
線
す
る
こ
と

は
な
い
」
と
い
う
の
だ
。
一
連
の
テ
ロ
に
つ

い
て
は
、
止
め
よ
う
の
な
い
近
代
化
に
対
す

る 

〝
最
後
の
抵
抗 

〞
に
す
ぎ
な
い
と
斬
り

捨
て
た
。

  

「
歴
史
は
終
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
化
は

ま
だ
ま
だ
続
く
」

  

一
見
、
奇
妙
な
結
論
が
出
る
。
こ
れ
が
、

露
骨
な
西
欧
中
心
主
義
に
も
と
づ
く
近
代
化

主
義
の
立
場
で
あ
る
。
近
代
主
義
者
は
、
決

っ
し
て
反
省
し
な
い
の
で
あ
る
。

  

そ
れ
で
は
、
近
代
主
義
の
も
う
一
方
の
柱

で
あ
る
近
代
主
権
国
家
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な

変
化
に
つ
い
て
は
、
ど
う
評
価
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
私
は
、
近
代
国
家

と
い
う
存
在
が
か
な
り
揺
ぎ
は
じ
め
て
い
る

傾
向
を
も
は
や
否
定
し
に
く
い
と
思
う
。

  

こ
の
動
向
は
、
二
つ
の
面
か
ら
指
摘
で
き

る
。
ま
ず
一
つ
は
、
経
済
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化

し
て
国
家
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。
も
と
も
と

近
代
主
権
国
家
は
政
治
と
経
済
の
両
面
に
責

任
を
も
っ
て
運
営
し
て
き
た
。
そ
れ
が
国
家

主
権
の
証
し
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
地
球

規
模
に
拡
大
し
た
市
場
経
済
は
、
も
は
や
国

家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
効
か
な
い
。

  
二
つ
目
に
は
、
国
家
を
超
え
る
全
人
類
的

な
理
念
が
明
確
に
登
場
し
た
。
た
と
え
ば
、

人
権
思
想
で
あ
る
。
と
く
に
冷
戦
後
に
大
き

く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
か
っ
て

は
、
ど
こ
か
の
国
が
自
国
民
を
い
か
に
抑
圧

し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
内
政
問
題
と
み
な
さ

れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
国
家
主
権
主

義
は
、
い
ま
で
は
国
際
的
に
許
さ
れ
な
く
な

っ
て
き
た
。

  

場
合
に
よ
っ
て
は
、
い
や
い
や
な
が
ら
で

も
人
権
尊
重
の
国
際
世
論
に
従
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
い
か
に
偽
善
的
に
見
え
よ
う
と
も
、

国
家
主
権
を
超
え
る
原
理
が
現
実
に
作
用

し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
や
は
り
国
家

を
め
ぐ
る
新
し
い
事
態
の
は
じ
ま
り
で
あ
ろ

う
。

  

そ
の
意
味
で
は
、
近
代
国
民
国
家
と
い
う

も
の
が
、
人
類
共
通
の
理
念
に
よ
っ
て
乗
り

越
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
久
松
博
士
が
提
唱
さ

れ
た
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ス
ト
世
界
構
想
の
う

ち
の
一
項
目
で
あ
る
「
最
高
主
権
在
人
類
」

の
理
念
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
現
実
化
へ
の
芽

生
え
を
み
せ
は
じ
め
て
い
る
と
い
え
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
見
方
は
あ
ま

り
に
も
楽
観
的
す
ぎ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

      

そ
の
四

  

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
近
代
と
は
、
い
っ
た
い

何
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
定
義
を

あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
論
議
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト

さ
せ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
、
こ

の
点
に
つ
い
て
哲
学
者
の
中
村
雄
二
郎
は
著

書
『
二
一
世
紀
問
題
群―

人
類
は
ど
こ
へ
行

く
の
か
』（
岩
波
書
店
）
の
な
か
で
、
明
快

に
指
摘
し
た
。

  

「
西
欧
近
代
を
成
り
立
た
せ
た
原
理
の
中

核
は
、
近
代
科
学
で
あ
る
。
こ
れ
な
く
し
て

は
、
近
代
原
理
の
貫
徹
も
世
界
化
も
と
う
て
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い
あ
り
え
な
か
っ
た
。」

  
こ
の
根
本
原
理
の
う
え
に
立
っ
て
、
さ
ら

に
同
時
代
に
成
立
し
た
宗
教
改
革
（
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
と
資
本
主
義
が
緊
密
に

結
び
つ
い
た
。
こ
の
三
位
一
体
的
な
結
合
が

近
代
原
理
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
そ
の
も
っ

と
も
パ
ワ
フ
ル
な
結
合
体
が
、
現
代
ア
メ
リ

カ
文
明
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
、
い
う

ま
で
も
な
い
。

  

科
学
が
ど
こ
ま
で
も
強
力
な
の
は
、
そ
の

方
法
論
に
特
徴
が
あ
る
。
全
体
を
分
け
て
要

素
に
還
元
す
る
。
ど
ん
ど
ん
分
析
し
て
細
分

化
し
て
行
く
。
こ
の
方
法
論
は
、
物
理
と
か

化
学
の
分
野
で
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
て

き
た
。

  

い
ま
問
題
に
な
る
の
は
、
生
命
論
の
分
野

で
あ
る
。
二
○
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
初
頭

に
か
け
て
国
際
的
に
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
が
大
き
く
進
展
し
た
。
近
代
科

学
の
分
析
的
手
法
は
、
つ
い
に
生
命
現
象
に

つ
い
て
も
着
々
と
及
ん
で
い
る
。
地
球
上
で

約
四
○
億
年
の
時
間
を
か
け
て
進
化
し
て
き

た
生
命
の
流
れ
を
勝
手
に
変
え
る
技
術
を
人

類
は
手
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

  

こ
れ
に
関
連
し
て
私
が
さ
い
き
ん
注
目
し

た
の
は
、
あ
の
「
歴
史
の
終
わ
り
」
を
主
張

し
た
近
代
主
義
者
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ

マ
の
新
し
い
著
書
で
あ
る
。
二
○
○
二
年
に

な
っ
て
発
表
し
た
著
書
『
人
間
の
終
わ
り
』

（
日
本
語
訳
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
の
な
か

で
、
フ
ク
ヤ
マ
は
現
在
の
生
命
科
学
の
進
展

が
人
類
社
会
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
検
証

し
て
、
強
い
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

  

「
わ
れ
わ
れ
は
ポ
ス
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
（
人

間
後
）
の
未
来
に
入
り
込
み
、
そ
の
未
来
が

仕
掛
け
る
道
徳
の
罠
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
の

か
、
そ
れ
と
も
人
間
性
に
基
づ
く
世
界
に
踏

み
と
ど
ま
る
か
、
二
つ
に
一
つ
で
あ
る
」

  

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
ど
こ
ろ
か
ポ
ス
ト
・
ヒ

ュ
ー
マ
ン
と
い
う
究
極
的
な
形
容
を
キ
ー
ワ

ー
ド
に
し
て
、
科
学
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら

問
い
直
し
た
。
政
治
や
経
済
に
つ
い
て
は
近

代
主
義
を
疑
お
う
と
し
な
い
フ
ク
ヤ
マ
で
さ

え
、
こ
と
科
学
技
術
に
関
し
て
は
深
い
疑
念

を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

私
は
、
近
代
主
義
の
限
界
の
一
つ
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

  

生
命
そ
の
も
の
は
、
本
来
、
細
分
化
で
き

な
い
。
全
体
性
で
あ
る
。
医
学
に
お
い
て
生

命
倫
理
が
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
点
で
あ
ろ

う
。
科
学
の
あ
り
方
を
人
間
的
な
方
向
へ
引

き
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ど
う
か
。
そ

の
決
定
的
な
岐
路
に
生
命
論
が
位
置
し
て
い

る
。
宗
教
や
哲
学
が
真
正
面
か
ら
科
学
と
向

き
合
う
と
す
れ
ば
、
生
命
論
こ
そ
対
話
の
場

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

  

つ
ぎ
に
資
本
主
義
に
つ
い
て
触
れ
る
な
ら

ば
、
私
た
ち
は
前
世
紀
末
に
一
種
の
と
ま
ど

い
を
経
験
し
た
。「
資
本
主
義
を
克
服
す
る
」

と
標
榜
し
て
い
た
社
会
主
義
が
あ
っ
け
な
く

崩
壊
し
た
以
上
、
も
は
や
資
本
主
義
に
代
る

社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
た
。

  

た
し
か
に
、
資
本
主
義
は
社
会
主
義
に
く

ら
べ
る
と
、
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
か
な
り

す
ぐ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
実
証
さ

れ
た
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
類

に
と
っ
て
資
本
主
義
が
万
全
の
シ
ス
テ
ム
か

と
い
え
ば
、
そ
う
は
言
い
切
れ
な
い
。
自
由

競
争
の
名
の
も
と
に
競
争
に
勝
っ
た
者
だ
け

が
優
遇
さ
れ
、敗
者
は
冷
遇
さ
れ
る
社
会
が
、

は
た
し
て
本
当
の
意
味
で
自
由
な
社
会
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
か
。

  

さ
ら
に
西
欧
近
代
を
成
立
さ
せ
た
三
つ
目

の
柱
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
つ

い
て
い
え
ば
、
私
た
ち
は
い
ま
深
刻
な
懸
念

を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
あ

れ
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
あ

れ
、
い
わ
ゆ
る
一
神
教
の
系
譜
に
お
い
て
顕

著
な
「
排
除
の
論
理
」
に
つ
い
て
、
私
た
ち

一
神
教
圏
外
に
生
き
る
人
間
は
、
深
い
憂
慮

を
禁
じ
え
な
い
。

  

は
た
し
て
人
類
の
未
来
に
希
望
は
あ
る
の

か
。
二
一
世
紀
初
頭
の
世
界
は
、
こ
ん
な
危

機
感
に
お
お
わ
れ
た
。こ
の
状
況
の
も
と
で
、

世
界
宗
教
と
呼
ば
れ
る
存
在
は
、い
っ
た
い
、

ど
の
よ
う
な 

〝
処
方
箋 

〞
を
用
意
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

  

「
九
・
一
一
」
の
直
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

人
び
と
の
生
活
態
度
が
す
こ
し
変
化
し
た
と

い
わ
れ
た
。
人
び
と
は
、
贅
沢
を
ひ
か
え
、

静
か
に
家
路
を
急
い
だ
。
い
つ
の
間
に
か
謙

虚
に
な
り
、
情
感
が
豊
か
に
な
っ
た
。

  

そ
れ
は
、
私
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
、

あ
の
阪
神
大
震
災
の
と
き
に
現
出
し
た
光
景

に
よ
く
似
て
い
る
。
自
分
た
ち
の
信
じ
て
い

た
文
明
が
、
い
か
に
も
ろ
い
も
の
で
あ
る
か

を
思
い
知
っ
た
。
な
に
よ
り
も
、
自
分
た
ち

の
生
命
が
ど
ん
な
に
は
か
な
い
も
の
か
。
そ

れ
だ
け
に
、
ど
れ
だ
け
か
け
が
い
な
い
も
の

か
。
そ
ん
な
痛
切
な
思
い
を
ひ
し
と
抱
き
し

め
た
。

  

危
機
が
深
い
ほ
ど
、
も
の
ご
と
の
本
質
が

み
え
て
く
る
。
科
学
も
経
済
も
国
家
も
文
明

も
、
余
分
の
も
の
を
は
ぎ
取
っ
て
本
当
に
必

要
な
も
の
と
し
て
だ
け
の
本
質
を
見
つ
め
直

す
場
面
に
、
私
た
ち
は
立
っ
て
い
る
。
近
代

に
対
す
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
立
場
は
、
そ

う
し
た
危
機
の
生
き
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

  

た
だ
、
こ
こ
で
一
点
、
気
に
な
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン（
後
・
近
代
）

と
い
う
言
い
方
が
、
時
間
的
な
前
後
関
係
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
問
題

は
時
間
的
前
後
で
は
な
く
、
価
値
観
の
当
否

で
あ
る
。
そ
の
自
覚
を
身
心
一
如
に
体
現
し

て
直
ち
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

  

私
た
ち
は
現
在
に
し
か
生
き
て
い
な
い
。

近
代
と
い
う
時
代
が
終
っ
て
、
そ
の
あ
と
に

来
る
時
代
を
待
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
い
。

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
立
場
と
は
、
い
い
か
え

る
な
ら
ば
「
近
代
を
超
え
な
が
ら
現
代
を
生

き
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
勘
案
す
る
と
、
む
し
ろ
「
ト
ラ
ン
ス
・

モ
ダ
ン
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か

と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

  

私
は
、
い
ま
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
に
参
加
し
て
久

松
博
士
が
提
唱
さ
れ
た
大
衆
禅
の
修
行
に
努

め
て
い
る
。
禅
の
立
場
と
は
「
自
我
を
空
じ

て
本
当
の
自
己
に
覚
め
る
」
こ
と
と
受
け
と

め
て
い
る
。

  

人
類
に
と
っ
て
近
代
文
明
と
は
、
極
限
に

ま
で
肥
大
化
し
た 
〝
自
我 

〞
で
あ
ろ
う
。
こ

の
文
明
を
変
革
す
る
に
は
、
そ
の
意
識
さ
れ

な
い
深
層
部
か
ら
立
て
直
す
ほ
か
に
方
法
は

な
い
。
同
時
に
私
た
ち
自
身
の
自
己
変
革
が

で
き
な
け
れ
ば
、
文
明
の
変
革
も
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

（
二
○
○
二
年
五
月
一
一
日
・
平
常
道
場
で

の
発
題
を
も
と
に
ま
と
め
た
）
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