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次 序

章
⽇
時
代
は
変
わ
る 

四 
本
書
の
構
成 

⼀
四 

第
⼀
巻
 

世
の
中
の
変
化
と
は
？ 

⼀
九 

︵
⼀
︶
世
の
中
の
変
化
と
は 

⼆
⼀ 

何
が
良
い
こ
と
で
何
が
正
し
い
こ
と
か
が
変
わ
る
21
／
進
歩
な
の
か
変
化
な
の
か
22
／
⼤
中
⼩
の
三

種
類
の
変
化
の
波
24 

︵
⼆
︶
戦
後
の
世
代
交
替
と
い
う
⼗
数
年
周
期
の
変
化
⽇
各
世
代
の
特
徴 

⼆
六 

世
代
交
替
26
／
団
塊
の
世
代
27
／
新
⼈
類
世
代
30
／
団
塊
ジ
ἁ
ニ
ア
世
代
33
／
カ
ワ
イ
イ
世
代
36

／
カ
ワ
イ
イ
世
代
の
次
も
カ
ワ
イ
イ
世
代
41 

︵
三
︶
戦
後
の
世
代
交
替
と
い
う
⼗
数
年
周
期
の
変
化
⽇
時
系
列 

四
⼆ 

終
戦
か
ら
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
42
／
昭
和
四
〇
年
頃
か
ら
五
〇
年
代
半
ば
ま
で
44
／
昭
和
五
〇
年
代

半
ば
か
ら
平
成
初
頭
ま
で
45
／
平
成
⼀
桁
半
ば
か
ら
⼀
〇
年
頃
ま
で
46
／
平
成
⼀
〇
年
代
以
降
50
／

帰
ỵ
て
来
た
⽇
本
⼈
51 



 

 

︵
四
︶
経
済
・
⼈
⼝
成
⻑
期
と
い
う
数
百
年
周
期
で
出
現
す
る
特
異
点 

五
四 

経
済
規
模
と
⼈
⼝
は
こ
れ
ま
で
成
⻑
と
横
這
い
を
繰
り
返
し
て
き
た
54
／﹁
新
技
術
の
普
及
﹂が
経

済
・
⼈
⼝
成
⻑
と
い
う
特
異
点
を
出
現
さ
せ
る
55
／
今
後
し
ば
ら
く
は
⼈
⼝
は
減
少
し
て
︑や
が
て

横
這
い
期
に
58
／
技
術
が
先
か
価
値
観
が
先
か
59
／
価
値
観
が
先
だ
と
考
え
る
く
ら
い
で
ち
Ỹ
う
ど

い
い
62
／
す
で
に
起
こ
ỵ
た
未
来
64
／
⼤
き
な
変
化
の
流
れ
を
捉
え
る
こ
と
の
す
ゝ
め
66 

第
⼆
巻
 

マ
ク
ロ
経
済
学 

六
九 

︵
⼀
︶
経
済
学
の
モ
デ
ル 

七
⼀ 

現
在
の
マ
ク
ロ
経
済
学
は
今
回
の
成
⻑
期
の
た
め
に
作
ら
れ
た
71
／
経
済
学
は
モ
デ
ル
の
⼀
種
73
／ 

経
済
学
は
外
来
種
の
モ
デ
ル
74
／
労
働
︑消
費
︑貯
蓄
︑納
税
の
四
つ
76 

︵
⼆
︶
マ
ク
ロ
経
済
モ
デ
ル
は
何
を
測
る
の
か 

七
九 

結
果
の
測
り
⽅
の
モ
デ
ル
79
／
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
は
⾒
ず
知
ら
ず
の
他
⼈
へ
の
外
注
⾦
額
の
こ
と
80
／
経
済

と
は
家
事
を
外
注
し
て
効
率
を
上
げ
る
こ
と
82
／
家
事
の
外
注
は
⽇
本
で
独
⾃
の
進
化
を
遂
げ
た
84 

︵
三
︶
マ
ク
ロ
経
済
モ
デ
ル
の
解
釈 

⼋
七 

経
済
規
模
を
消
費
と
投
資
と
に
分
け
て
測
る
87
／
単
純
モ
デ
ル
の
恒
等
式
の
解
釈
89
／
現
代
語
で
あ

る
経
済
⽤
語
と
対
応
さ
せ
る
た
め
の
⾔
葉
の
整
理
91
／
は
み
出
し
モ
デ
ル
93
／ 

単
純
モ
デ
ル
の
解
釈
94
／
単
純
モ
デ
ル
を
使
ỵ
た
経
済
成
⻑
の
解
釈
96
／
修
正
モ
デ
ル
の
説
明
100

／
修
正
モ
デ
ル
の
解
釈
103 



 

 

︵
四
︶
マ
ク
ロ
経
済
学
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
柄 

⼀
〇
六 

マ
ク
ロ
経
済
モ
デ
ル
は
成
⻑
期
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
い
た
い
適
⽤
可
能
106
／
⾃
由
経
済

と
計
画
経
済︵
イ
︶⽇ 

⼤
衆
主
義
対
エ
リ
ổ
ト
主
義
107
／
⾃
由
経
済
と
計
画
経
済︵
ロ
︶⽇ 

⾃
由

対
平
等
108
／﹁
所
得
格
差
問
題
﹂
110
／﹁
貧
困
問
題
﹂
113
／
⼥
性
の
社
会
進
出
は
経
済
成
⻑
に
寄

与
す
る
の
か
？
116
／
経
済
規
模
は
国
⼒
も
表
す
120 

第
三
巻
 

歴
史
に
学
ぶ 

⼀
⼆
三 

︵
⼀
︶
考
古
学
の
範
疇
に
⼊
る
時
期
の
成
⻑
期 

⼀
⼆
五 

ナ
イ
フ
型
⽯
器
の
普
及
に
よ
る
成
⻑
期
と
衰
退
125
／ 

⼟
器
の
普
及
に
よ
る
定
住
型
社
会
の
出
現
と
衰
退
127 

︵
⼆
︶
中
央
集
権
国
家
の
出
現
と
衰
退 

⼀
三
三 

今
回
の
⼯
業
化
社
会
の
出
現
と
衰
退
に
多
く
の
点
で
符
合
す
る
133
／
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
困
難
な

点
135
／
ふ
た
つ
の
成
⻑
期
直
後
の
⼈
⼝
減
少
期
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
解
釈
の
例
136
／
価
値
観
の
変
化

を
俯
瞰
す
る
観
⽅
139 

︵
三
︶
幕
藩
体
制
の
成
⽴
と
成
熟 

⼀
四
⼆ 

戦
国
時
代
か
ら
江
⼾
前
半
の
成
⻑
期
を
解
釈
す
る
142
／
奈
良
時
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
の
間
145
／ 

戦
国
時
代
か
ら
江
⼾
前
半
の
間
の
世
の
中
の
変
化
147
／
天
下
統
⼀
149
／ 

不
思
議
ち
Ỷ
ん
の
徳
川
家
康
151
／
元
禄
⽂
化
152
／
成
⻑
期
直
後
の
江
⼾
中
期
154 



 

 

︵
四
︶
近
代
⼯
業
化
社
会
の
出
現
・
前
半 

⼀
五
⼋ 

今
回
の
成
⻑
期
に
マ
ク
ロ
経
済
学
の
モ
デ
ル
は
作
ら
れ
た
158
／
⼈
⼝
と
経
済
規
模
の
推
移
163
／ 

農
業
の
⽣
産
性
向
上
に
よ
る
前
半
の
成
⻑
165
／
踊
り
場
の
⼤
正
期
168
／
明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
⼈
⼝

対
策
170 

︵
五
︶
近
代
⼯
業
化
社
会
の
出
現
・
後
半 

⼀
七
三 

加
⼯
貿
易
に
よ
る
⼈
⼝
・
経
済
成
⻑
の
継
続
173
／
⼈
⼝
と
経
済
規
模
が
急
拡
⼤
す
る
⾼
度
経
済
成
⻑

期
175
／
多
⼦
若
年
社
会
177
／
成
⻑
期
と
い
う
特
異
点
の
出
現
と
世
代
交
替
の
波
が
ぴ
ỵ
た
り
と
重
な

ỵ
た
178
／﹁
⽇
⽶
貿
易
摩
擦
︑国
際
化
時
代
の
新
た
な
問
題
﹂な
ど
と
⼤
騒
ぎ
179
／
国
際
化
や
貿
易

摩
擦
は
実
は
マ
ク
ロ
経
済
の
問
題
で
は
な
か
ỵ
た
183 

︵
六
︶
近
代
⼯
業
化
社
会
の
終
焉 

⼀
⼋
五 

成
⻑
期
が
終
わ
ỵ
て
既
に
四
半
世
紀
が
過
ぎ
た
185
／
今
後
は
経
済
成
⻑
は
望
め
な
い
187
／
今
後
は
投

資
の
抑
制
が
必
要
189
／
や
が
て
マ
ク
ロ
経
済
学
⾃
体
が
消
滅
190 

︵
七
︶
近
代
⼯
業
化
社
会
の
終
焉
を
解
釈
す
る 

⼀
九
⼆ 

経
済
成
⻑
も
⼈
⼝
増
加
も
本
⼼
で
は
だ
れ
も
望
ん
で
い
な
い
192
／ 

Ｉ
Ｔ
や
⽣
命
科
学
な
ど
の
知
的
技
術
は
成
⻑
期
の
も
の
で
は
な
い
193
／
⽣
産
性
の
低
下
を
外
注
⽐
率

の
向
上
で
⾒
か
け
上
の
⽳
埋
め
し
て
い
る
194
／﹁
遊
戯
化
﹂に
よ
る
対
応
は
既
に
始
ま
ỵ
て
い
る
196

／
ど
の
よ
う
に
遊
び
を
楽
し
む
か
が
⼤
事
200
／
成
⻑
期
直
後
の
今
は
⾃
⼰
満
⾜
に
陥
り
や
す
い
時
期

201
／﹁
悪
い
遊
び
﹂判
定
器
203 



 

 

︵
⼋
︶
今
回
の
成
⻑
期
の
⼿
仕
舞
い
⽅ 

⼆
〇
五 

今
後
⼀
世
紀
の
間
に
直
⾯
す
る
問
題
205
／
⾃
由
貿
易
は
い
つ
ま
で
続
く
か
206
／
⽇
本
の
輸
出
品
の
競

争
⼒
208
／
⾷
料
輸
⼊
が
継
続
で
き
る
か
209
／
ヒ
ト
の
⼈
⼝
調
節
機
能
210 

第
四
巻
 

変
化
の
読
み
⽅ 

⼆
⼀
五 

︵
⼀
︶
価
値
観
の
対
⽐ 

⼆
⼀
七 

⼤
⼩
ふ
た
つ
の
枠
組
み
217
／
マ
ク
ロ
経
済
218
／
国
際
化
と
国
⾵
化
221
／
新
書
と
古
典
226
／
時
間

の
流
れ
230
／
⻄
洋
医
学
と
漢
⽅
234
／
結
婚
観
238
／
男
⼥
の
違
い
244
／
世
の
中
の
秩
序
248
／
教

育
の
⽬
的
254
／
将
来
の
夢
260
／﹁
み
ん
な
﹂の
範
囲
265
／
成
⻑
期
と
横
這
い
期
と
の
対
⽐
の
ま
と

め
267 

︵
⼆
︶
世
界
観
の
対
⽐ 

⼆
七
⼆ 

成
⻑
期
は
異
常
な
時
期
272
／
機
械
論
的
⾃
然
観
の
⾃
⼰
⽭
盾
274
／ 

機
械
論
的
⾃
然
観
の
第
⼆
の
誤
り
278
／
機
械
論
的
⾃
然
観
に
は
⽬
的
が
な
い
280
／
横
這
い
期
に
⽀
配

的
と
な
る
⽇
本
⼈
本
来
の
伝
統
的
な
価
値
観
は
教
養
に
基
づ
く
281
／
古
事
記
の
神
様
は
占
い
で
神
意

を
確
か
め
る
283 

︵
三
︶
も
の
を
考
え
る
こ
と
の
対
⽐ 

⼆
⼋
六 

知
識
286
／
⾔
葉
と
国
語
︑国
史
︑⽂
化
290
／
戦
後
教
育
293
／
こ
の
世
の
捉
え
⽅
の
本
流
295
／ 

平
成
の
世
で
は
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
296
／
学
校
は
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き



 

 

な
い
よ
う
⼦
供
を
矯
正
す
る
と
こ
ろ
297
／
こ
の
世
の
捉
え
⽅
は
⽬
的
に
依
る
299
／ 

Ａ
Ｉ
の
流
⾏
は
論
理
的
思
考
の
正
体
を
あ
ぶ
り
出
す
303
／
平
成
の
世
で
も
の
を
考
え
る
⽅
法
⽇

︵
イ
︶無
知
の
知
305
／
平
成
の
世
で
も
の
を
考
え
る
⽅
法
⽇︵
ロ
︶想
像
⼒
308
／
思
考
法
の
対
⽐

311 
第
五
巻
 

今
の
世
の
中 

三
⼀
三 

︵
⼀
︶
し
ば
ら
く
は
価
値
観
混
在
期
が
続
く 

三
⼀
五 

価
値
観
混
在
期
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
315
／
横
這
い
期
へ
の
移
⾏
を
遅
ら
せ
て
い
る
三
つ
の
理
由
315

／
最
終
的
に
は
⾷
糧
問
題
に
⾏
き
着
く
319
／
成
⻑
期
は
い
つ
も
価
値
観
混
在
期
320 

︵
⼆
︶
時
代
遅
れ
の
価
値
観 

三
⼆
⼆ 

投
資
判
断
の
誤
り
322
／
グ
ロ
ổ
バ
ル
化
326 

︵
三
︶
価
値
観
の
分
裂 

三
⼆
九 

市
場
調
査
へ
の
回
答
の
例
329
／
職
場
の
遊
技
場
化
の
原
因
に
も
な
ỵ
て
い
る
330
／
⼥
が
男
の
真
似
を

す
る
335
／
価
値
観
分
裂
症
を
患
ỵ
た
新
⼈
類
世
代
の
ミ
ổ
ハ
ổ
経
営
者
337
／
価
値
観
の
変
化
に
対
応

で
き
な
い
規
制
業
界
⽇︵
イ
︶医
療
業
界
340
／ 

価
値
観
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
規
制
業
界
⽇︵
ロ
︶⾼
等
教
育
344
／
分
裂
症
は﹁
国
⺠
分
断
﹂の

第
⼀
容
疑
者
350
／
営
業
社
員
が
罹
る
分
裂
症
351
／
会
社
組
織
全
体
が
価
値
観
分
裂
症
に
罹
ỵ
て
し
ま

う
355 



 

 

 

︵
四
︶
種
類
の
違
う
価
値
観
を
接
ぎ
⽊
し
て
し
ま
ỵ
て
醜
態
を
晒
す 

三
五
⼋ 

愚
か
で
醜
い
⾃
⼰
満
⾜
358
／
職
場
で
⾃
⼰
満
⾜
359
／
ネ
ỿ
ト
で
⾃
⼰
満
⾜
359
／
プ
ロ
野
球
選
⼿
に

幇
間
ま
が
い
の
こ
と
を
さ
せ
る
フ
Ỻ
ン
と
ア
ナ
ウ
ン
サ
ổ
361
／ 

﹁
平
成
の
正
義
﹂の
流
⾏
の
原
因
に
も
364
／
安
全
保
障
上
の
危
険
365 

︵
五
︶
混
乱
の
象
徴
⽇
政
治
と
マ
ス
コ
ミ 

三
六
七 

政
治
と
マ
ス
コ
ミ
は
混
乱
の
象
徴
367
／
⺠
主
政
治
は
結
局
⽇
本
⼈
に
は
全
く
理
解
さ
れ
な
か
ỵ
た
368

／﹁
権
⼒
の
監
視
﹂
371
／﹁
知
る
権
利
﹂
373
／﹁
三
権
分
⽴
﹂と﹁
国
権
の
最
⾼
機
関
﹂
374
／ 

⽬
的
を
完
全
に
⾒
失
ỵ
て
い
る
375
／
成
⻑
期
と
い
う
異
常
な
時
期
に
敗
戦
と
占
領
と
い
う
異
常
な
事

態
が
重
な
ỵ
た
378
／
マ
ス
コ
ミ
は
正
義
を
売
る
商
売
381
／
信
じ
ら
れ
な
い
与
太
話
383
／
与
太
話
つ

い
で
に
384
／
亜
流
商
品
387
／
天
気
予
報
390
／
意
⾒
392
／
⾔
葉
狩
り
396 

最
終
巻
 

⾃
分
で
考
え
る
た
め
に 

四
〇
三 

︵
⼀
︶
こ
の
世
を
ど
う
観
る
か 

四
〇
五 

⾒
れ
ど
も
⾒
え
ず
︑聞
け
ど
も
聞
こ
え
ず
︑⾷
ら
え
ど
も
そ
の
味
を
知
ら
ず
405
／ 

⼈
は
だ
れ
で
も
独
⾃
の
も
の
の
観
⽅
を
持
ỵ
て
い
る
408 

︵
⼆
︶
今
後
の
横
這
い
期
を
予
想
す
る
⽅
法 

四
⼀
三 



 

 

成
⻑
期
の
も
の
と
横
這
い
期
の
も
の
と
を
分
別
す
る
413
／
⽬
的
を
推
測
す
る
414
／
近
代
化
が
壊
し
た

も
の
を
戻
す
⽅
向
418
／
お
上
422
／
最
も
参
考
に
な
る
の
は
江
⼾
時
代
426
／ 

成
⻑
期
の
後
︑技
術
が
衰
退
す
る
理
由
427
／
暇
つ
ぶ
し
429 

︵
三
︶
平
成
の
世
を
⽣
き
る
⼥
の
⼈
の
た
め
に 

四
三
⼆ 

平
成
の
世
は
⼥
が
困
惑
し
や
す
い
時
代
432
／
要
ら
ぬ
お
節
介
435
／
⾷
品
偽
装
事
件
437
／
外
⾷
・
中

⾷
が
安
⼼
し
て
⾷
べ
ら
れ
る
世
の
中
は
本
当
に
良
い
世
の
中
な
の
か
？
439
／﹁
偽
装
﹂の
な
い﹁
と

て
も
正
し
い
﹂世
の
中
に
な
れ
ば
い
い
？
442
／
世
の
中
の
⽭
盾
や
邪
悪
な
も
の
は
男
に
任
せ
て
お
け

ば
い
い
442
／
だ
れ
に
何
と
⾔
わ
れ
よ
う
と
も
444
／
分
別
あ
る
⼤
⼈
446 
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本
書
の
構
成 

第
⼀
巻
﹁
世
の
中
の
変
化
と
は
？
﹂
で
は
︑
ま
ず
︑
﹁
世
の
中
の
変
化
と
は
価
値
観
の
変
化
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑
そ
れ
が
ど
う
い
う

も
の
な
の
か
説
明
し
ま
す
︒ 

次
に
︑
変
化
を
起
こ
し
て
い
る
要
因
を
︑
⼤
中
⼩
の
三
つ
に
分
け
る
観
⽅
を
⽰
し
ま
す
︒
⼀
年
か
ら
数
年
程
度
の
周
期
の
﹁
流
⾏
﹂

と
い
う
⼩
さ
な
波
︑
⼗
数
年
周
期
の
﹁
世
代
交
替
﹂
と
い
う
中
く
ら
い
の
波
︑
数
百
年
周
期
の
﹁
⼈
⼝
・
経
済
成
⻑
期
と
い
う
特
異

点
の
出
現
﹂
と
い
う
⼤
き
な
波
︑
の
三
つ
で
す
︒ 

そ
し
て
︑
⼩
さ
な
波
の
﹁
流
⾏
﹂
の
説
明
は
省
い
て
︑
中
く
ら
い
の
波
と
⼤
き
な
波
の
概
略
を
説
明
し
ま
す
︒
こ
う
し
て
︑
第
⼆
巻

以
降
で
﹁
世
の
中
の
変
化
﹂
を
考
え
る
枠
組
み
を
提
⽰
し
ま
す
︒ 

 

第
⼆
巻
﹁
マ
ク
ロ
経
済
学
﹂
で
は
︑
⼤
き
な
波
の
﹁
⼈
⼝
・
経
済
成
⻑
期
と
い
う
特
異
点
の
出
現
﹂
に
関
し
て
︑
経
済
規
模
の
概
念

を
改
め
て
確
認
し
ま
す
︒ 

経
済
規
模
と
い
う
⾔
葉
は
︑
平
成
の
現
在
︑
マ
ク
ロ
経
済
学
の
⽤
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
マ
ク
ロ
経
済
学
は
︑
今
回
の

成
⻑
期
に
︑
今
回
の
成
⻑
期
の
た
め
に
︑
作
ら
れ
た
も
の
で
す
︒
そ
ん
な
マ
ク
ロ
経
済
学
を
絶
対
視
し
て
し
ま
ỵ
て
は
︑
今
回
の
成

⻑
期
だ
け
に
し
か
通
⽤
し
な
い
思
考
と
な
ỵ
て
し
ま
い
ま
す
︒ 

本
書
で
は
︑
マ
ク
ロ
経
済
学
を
今
回
の
成
⻑
期
に
特
有
の
も
の
と
み
な
し
て
︑
よ
り
相
対
化
し
た
視
点
か
ら
捉
え
直
し
ま
す
︒
そ
う

す
る
こ
と
で
初
め
て
︑
﹁
成
⻑
期
と
い
う
特
異
点
が
数
百
年
に
⼀
度
出
現
す
る
﹂
と
い
う
視
野
で
︑
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
か
ら
で
す
︒
結
果
的
に
︑
現
代
の
⼀
般
的
な
理
解
と
は
い
く
ら
か
異
な
る
解
釈
と
な
り
ま
す
︒ 

ま
た
︑
経
済
規
模
と
⼈
⼝
の
増
減
は
︑
と
て
も
強
く
連
動
し
て
い
ま
す
︒
経
済
成
⻑
と
⼈
⼝
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
︑
マ
ク
ロ
経
済

学
の
考
え
⽅
の
な
か
で
触
れ
て
い
き
ま
す
︒ 

第
⼆
巻
の
最
後
に
︑
つ
い
で
と
⾔
ỵ
て
は
何
で
す
が
︑
マ
ク
ロ
経
済
学
に
関
す
る
時
事
問
題
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
ま
す
︒ 
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な
お
︑
世
の
中
の
変
化
を
考
え
る
と
い
う
⽬
的
か
ら
︑
マ
ク
ロ
経
済
学
の
基
礎
的
な
部
分
の
み
を
扱
い
ま
す
︒
マ
ク
ロ
経
済
学
の
予

備
知
識
が
ほ
と
ん
ど
な
い
冨
川
さ
ん
で
も
︑
⼗
分
に
つ
い
て
い
け
る
話
し
合
い
に
な
る
は
ず
で
す
︒
む
し
ろ
︑
経
済
学
部
卒
業
の
権

⽥
さ
ん
の
ほ
う
が
︑
学
校
で
習
ỵ
た
マ
ク
ロ
経
済
学
を
こ
れ
ま
で
絶
対
視
し
て
き
ま
し
た
の
で
︑
そ
の
固
定
観
念
を
取
り
除
く
の
は

簡
単
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒ 

 

第
三
巻
﹁
歴
史
に
学
ぶ
﹂
で
は
︑
過
去
の
成
⻑
期
と
そ
の
前
後
を
振
り
返
り
ま
す
︒
世
の
中
の
変
化
の
⼤
き
な
波
に
乗
ỵ
て
︑
数
百

年
に
⼀
度
出
現
す
る
成
⻑
期
と
い
う
特
異
点
が
通
り
過
ぎ
て
い
く
様
を
解
釈
し
て
い
き
ま
す
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
歴
史
か
ら
学
ぶ

﹁
賢
者
﹂
に
な
ろ
う
と
い
う
⼨
法
で
す
︒ 

世
の
中
が
成
⻑
期
に
⼊
り
︑
ピ
ổ
ク
を
迎
え
︑
や
が
て
成
⻑
期
が
終
わ
ỵ
て
い
く
と
き
︑
価
値
観
は
ど
の
よ
う
に
世
の
中
の
変
化
を

引
き
起
こ
し
て
い
ỵ
た
の
か
︑
今
回
の
成
⻑
期
と
そ
の
終
焉
に
対
⽐
さ
せ
な
が
ら
解
釈
し
て
い
き
ま
す
︒ 

第
三
巻
の
最
後
に
︑
今
回
の
成
⻑
期
が
︑
世
の
中
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
遺
し
て
終
わ
ỵ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
か
︑
い
く

つ
か
の
問
題
を
提
起
し
ま
す
︒ 

そ
の
⽬
的
は
も
ち
ろ
ん
︑
現
在
起
き
て
い
る
成
⻑
期
の
終
焉
を
解
釈
す
る
こ
と
で
す
︒
今
の
世
を
理
解
し
将
来
を
予
測
す
る
こ
と

で
︑
こ
の
世
を
う
ま
く
︑
楽
し
く
︑
⾯
⽩
く
⽣
き
て
い
く
こ
と
で
す
︒ 

 

第
四
巻
﹁
変
化
の
読
み
⽅
﹂
で
は
︑
第
三
巻
ま
で
の
︑
世
の
中
の
変
化
の
波
︑
マ
ク
ロ
経
済
学
を
使
ỵ
た
世
の
中
の
解
釈
︑
過
去
の

歴
史
上
の
成
⻑
期
の
解
釈
︑
に
基
づ
い
て
︑
成
⻑
期
と
横
這
い
期
の
価
値
観
を
対
⽐
さ
せ
て
い
き
ま
す
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
今

後
︑
成
⻑
期
と
い
う
特
異
点
を
過
ぎ
て
横
這
い
期
へ
と
向
か
ỵ
て
い
く
世
の
中
の
変
化
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
⽬
的
で

す
︒ 

内
容
は
︑
価
値
観
の
対
⽐
︑
そ
の
基
盤
と
な
ỵ
て
い
る
世
界
観
の
対
⽐
︑
そ
し
て
︑
⼈
間
に
と
ỵ
て
根
源
的
な
﹁
も
の
を
考
え
る
﹂

こ
と
の
対
⽐
︑
の
三
部
構
成
で
す
︒ 
 



 

 16 

第
五
巻
﹁
今
の
世
の
中
﹂
で
は
︑
平
成
⼆
〇
年
代
終
盤
の
現
在
の
世
の
中
を
解
釈
し
て
い
き
ま
す
︒ 

現
在
は
︑
成
⻑
期
と
い
う
特
異
点
が
過
ぎ
去
ỵ
て
未
だ
四
半
世
紀
し
か
経
ỵ
て
い
な
い
︑
﹁
成
⻑
期
終
了
直
後
﹂
と
い
う
時
期
で

す
︒
そ
れ
は
︑
﹁
成
⻑
期
の
価
値
観
を
主
流
と
し
な
が
ら
も
部
分
的
に
横
這
い
期
の
価
値
観
が
⼊
り
込
ん
で
き
て
い
る
﹂
と
い
う
︑

価
値
観
混
在
期
で
す
︒
そ
し
て
︑
価
値
観
の
混
在
は
︑
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
い
ろ
ん
な
混
乱
や
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
︒ 

ま
ず
︑
こ
の
価
値
観
混
在
期
が
︑
な
ぜ
︑
い
つ
ま
で
続
く
の
か
︑
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
す
︒ 

次
に
︑
混
乱
や
問
題
の
原
因
を
三
つ
に
分
類
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
混
乱
や
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
か
⾒
て
い
き
ま
す
︒

原
因
と
な
ỵ
て
い
る
価
値
観
の
混
在
と
は
︑
時
代
遅
れ
の
価
値
観
︑
価
値
観
の
分
裂
︑
違
う
価
値
観
が
接
ぎ
⽊
さ
れ
て
し
ま
う
︑
の

三
つ
で
す
︒ 

第
五
巻
の
最
後
に
︑
混
乱
の
象
徴
と
し
て
政
治
と
マ
ス
コ
ミ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
︒
異
常
な
成
⻑
期
︑
敗
戦
と
占
領
︑
成
⻑
期

直
後
の
価
値
観
の
混
在
︑
と
段
階
的
に
混
乱
要
因
が
重
な
り
︑
現
在
の
カ
オ
ス
状
態
と
な
ỵ
て
い
く
様
を
解
釈
し
て
い
き
ま
す
︒ 

 

世
の
中
の
変
化
を
考
え
る
話
し
合
い
は
︑
前
巻
ま
で
で
終
わ
り
で
す
︒
最
終
巻
﹁
⾃
分
で
考
え
る
た
め
に
﹂
で
は
︑
こ
こ
ま
で
で
お

話
し
た
よ
う
な
︑
世
の
中
の
変
化
や
世
の
中
の
解
釈
を
︑
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
⾏
ỵ
た
の
か
︑
に
つ
い
て
の
お
話
で
す
︒
い
わ
ば

ネ
タ
ば
ら
し
で
す
︒ 

そ
の
⽬
的
は
︑
冨
川
さ
ん
や
権
⽥
さ
ん
な
ど
︑
私
よ
り
も
若
く
︑
こ
れ
か
ら
⻑
く
⽣
き
る
⼈
が
︑
⾃
分
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
で
す
︒
そ
の
た
め
の
参
考
ま
で
に
︑
私
の
や
り
⽅
の
紹
介
を
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
︒ 

最
後
に
︑
平
成
の
世
を
⽣
き
る
⼥
の
⼈
の
た
め
の
︑
私
か
ら
の
お
節
介
な
助
⾔
で
す
︒
成
⻑
期
直
後
の
価
値
観
混
乱
の
上
に
敗
戦
の

傷
跡
ま
で
未
だ
に
残
ỵ
て
い
る
平
成
の
世
の
中
は
︑
特
に
⼥
の
⼈
に
と
ỵ
て
困
惑
し
て
し
ま
う
状
況
に
あ
る
か
ら
で
す
︒
⼥
の
⼈
が

ち
Ỷ
ん
と
⾃
分
の
幸
せ
を
掴
む
こ
と
が
︑
私
た
ち
⽇
本
⼈
み
ん
な
の
⺟
国
が
栄
え
る
た
め
の
⼤
前
提
だ
か
ら
で
す
︒ 

  
 


