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現
代
の
価
値
観
や
発
想
は
ど
の
よ
う
に
し
て
過
去
を
理
解
す
る
こ
と
を
阻

む
だ
ろ
う
か
。
な
か
で
も
現
代
の
文
学
作
品
に
よ
る
捉
え
方
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
十
七
世
紀
日
本
に
お
け
る
文
学
作
品
に
対
す
る
理
解
の
妨
げ
に
な
る

だ
ろ
う
か
。
ラ
ウ
ラ
・
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
画
期
的
な
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
質
問

に
答
え
を
導
き
、
初
め
て
商
業
的
出
版
業
界
が
日
本
に
お
い
て
成
り
立
っ
た

江
戸
時
代
初
期
に
さ
か
の
ぼ
る
興
味
深
い
旅
へ
と
読
者
を
誘
う
。
出
版
業
界

に
関
す
る
緻
密
な
調
査
を
通
じ
て
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
江
戸
初
期
に
商
業
的
に

制
作
さ
れ
た
大
衆
向
け
の
文
学
に
つ
い
て
洞
察
に
満
ち
た
意
義
の
深
い
視
点

を
提
供
す
る
。『
利
得
の
喜
び
―
―
十
七
世
紀
に
お
け
る
大
衆
向
け
散
文
作

品
再
考
』
と
題
す
る
こ
の
学
術
書
は
、
い
か
に
近
年
構
築
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
や

骨
組
み
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
り
生
産
的
な
過
去
の
再
考
察
が
果
た
せ
る

か
と
い
う
こ
と
を
説
得
力
を
持
っ
て
提
示
し
て
い
る
。

　
い
っ
た
い
十
七
世
紀
の
日
本
に
お
い
て
、
当
時
の
読
者
た
ち
は
ど
の
よ
う

な
作
品
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
質
問

は
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
著
書
を
先
導
す
る
道
し
る
べ
で
あ
る
。
現
代
の
レ
ン
ズ
を

通
し
て
過
去
を
見
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
今
ま
で

あ
ま
り
研
究
者
の
関
心
を
集
め
な
か
っ
た
多
様
な
文
学
作
品
に
つ
い
て
論
じ

る
。
そ
の
序
説
に
お
い
て
、
先
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
十
七
世
紀
の
文
学

史
を
書
き
換
え
る
こ
と
が
問
題
解
決
の
糸
口
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
先
学

の
傾
向
は
、
井
原
西
鶴
の
作
品
を
文
学
生
産
の
中
心
に
お
き
、
江
戸
時
代
初

期
の
文
壇
に
お
い
て
広
く
流
行
し
て
い
た
の
は
散
文
作
品
で
あ
っ
た
と
す
る
。

そ
し
て
、
井
原
作
品
の
優
秀
さ
を
称
え
、
他
の
作
品
群
を
劣
っ
た
も
の
と
し

て
無
視
し
て
き
た
。
多
種
多
様
な
一
次
資
料
を
踏
ま
え
て
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は

中
世
の
後
に
続
く
時
代
を
支
え
た
文
壇
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
豊
か
で
刺
激
的
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な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。

　
十
七
世
紀
の
社
会
的
か
つ
文
化
的
な
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
モ

レ
ッ
テ
ィ
は
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
う
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
論
述
を
始
め

る
。
第
一
章
「
書
き
言
葉
の
文
化
」
で
は
、
読
者
に
焦
点
を
当
て
、
い
か
に

広
い
読
者
層
が
階
級
の
差
を
超
え
て
社
会
的
、
ま
た
は
個
人
的
に
重
要
な
世

渡
り
術
と
し
て
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
着
け
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
解
に

す
る
。
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
当
時
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
ど
の
よ
う
に
し
て
概
念
化

さ
れ
た
か
を
論
じ
て
お
り
、
特
に
、「
手
習
い
」
と
、
手
習
い
を
修
得
し
た
後

に
進
む
「
学
問
」
に
お
け
る
リ
テ
ラ
シ
ー
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
化

は
、
学
識
の
あ
る
読
者
と
初
心
者
読
者
と
い
う
二
種
類
の
読
者
層
が
存
在
し

た
こ
と
を
提
案
す
る
。
十
七
世
紀
の
社
会
に
お
い
て
、
読
み
書
き
が
で
き
る

人
々
と
で
き
な
い
人
々
に
分
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
ス
ペ
ク

ト
ル
の
両
端
を
占
有
し
て
い
る
「
手
習
い
」
と
「
学
問
」
を
す
る
人
々
の
間

に
複
数
の
読
者
層
が
存
在
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
中
に
存
在
す
る
多
様
な
読
者
層
と
、

様
々
な
経
済
手
段
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
商
業
的
な
出
版
業
界
は
成
長
し
、

迅
速
に
進
化
し
た
。
第
二
章
「
出
版
事
業
」
に
お
い
て
、
本
の
生
産
の
鍵
と

な
る
役
目
を
負
っ
て
い
た
商
業
的
な
版
元
た
ち
が
売
上
を
増
や
し
て
財
政
的

利
益
を
最
大
に
す
る
た
め
に
い
か
に
多
様
な
戦
略
を
練
っ
て
い
た
か
に
つ
い

て
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
戦
略
の
一
部
は
本
を
包
装
し
直
し
て
テ
キ
ス
ト

を
修
正
し
た
り
、
書
籍
目
録
に
お
い
て
、
種
類
別
に
本
を
配
置
し
た
り
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
版
元
の
広
範
囲
な
本
の
生
産
と
市
場
に
参
加
す
る
傾
向
は
、

か
れ
ら
が
文
学
的
な
生
産
の
主
役
を
演
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
出
版
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
基
づ
い
て
、
モ
レ
ッ

テ
ィ
は
次
の
三
章
に
お
い
て
、
特
に
儒
教
や
仏
教
の
教
え
や
行
儀
に
関
す
る

本
、
手
紙
の
書
き
方
の
本
と
い
っ
た
、
読
者
が
自
ら
の
生
活
に
変
化
を
も
た

ら
す
こ
と
を
奨
励
し
た
テ
キ
ス
ト
の
事
例
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

書
物
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
種
類
の
知
識
を
提
供
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全

て
の
作
品
例
は
読
者
が
よ
り
社
会
に
適
合
し
や
す
く
な
る
よ
う
な
機
会
を
与

え
た
。
第
三
章
「
道
を
交
渉
す
る
」
に
お
い
て
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
仏
教
と
儒

教
の
商
品
化
に
つ
い
て
、
双
方
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
、
読
者
が
道
徳
的
、

宗
教
的
、
そ
し
て
市
民
と
し
て
知
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
助
け
た
か
を
考

察
す
る
。
仮
名
和
書
と
仮
名
法
語
と
い
う
二
種
類
の
出
版
ジ
ャ
ン
ル
に
焦
点

を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
儒
教
の
布
教
に
使
用
さ
れ
た
教
訓
的
な
書
物
は
仏

教
と
儒
教
の
徳
行
を
教
え
る
が
、
頻
繁
に
こ
の
二
つ
の
境
界
は
は
っ
き
り
せ

ず
、
調
和
的
な
社
会
道
徳
を
促
す
こ
と
に
役
立
っ
た
と
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
主
張

し
て
い
る
。
仮
名
和
書
や
仮
名
法
語
と
さ
れ
て
き
た
作
品
が
十
七
世
紀
の
読

者
に
と
っ
て
慣
れ
親
し
ん
だ
文
体
の
作
品
に
仕
上
げ
て
あ
る
こ
と
に
思
慮
深

く
注
目
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
心
と
な
る
語
り
手
は
、

道
徳
観
念
が
読
者
に
伝
わ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
中
世
か
ら

口
伝
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
統
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
学
識
に
加
え
て
、
円
満
な
人
格
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
行
儀
作
法
に
関
す
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る
知
識
を
得
る
こ
と
は
社
会
に
お
い
て
成
功
を
遂
げ
る
た
め
に
重
要
で
あ
っ

た
。
第
四
章
「
礼
儀
作
法
」
は
礼
儀
正
し
さ
と
ど
の
よ
う
に
そ
の
知
識
が
読

者
に
伝
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。「
し
つ
け
方
書
並
び
に
料

理
書
」
を
検
討
し
つ
つ
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
に
礼
儀
書
が
読
者
に
社

会
階
級
を
超
え
て
役
立
つ
表
現
法
を
教
育
す
る
か
を
分
析
し
た
。
こ
れ
ら
の

テ
キ
ス
ト
は
、
そ
れ
ま
で
限
ら
れ
た
特
権
階
級
の
み
に
独
占
さ
れ
て
い
た
知

識
を
広
い
読
者
層
に
提
供
し
た
い
と
い
う
要
望
が
現
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う

に
し
て
版
元
が
商
業
戦
略
と
し
て
秘
伝
を
開
示
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
利

用
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　
第
五
章
「
熟
練
し
た
手
紙
の
中
で
言
え
よ
」
で
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
手
紙
の

書
き
方
・
読
み
方
・
解
釈
と
い
う
版
元
が
形
作
っ
た
別
の
礼
儀
に
関
す
る
概

念
に
つ
い
て
探
索
し
て
い
る
。
複
数
の
出
版
物
ジ
ャ
ン
ル
を
通
じ
て
読
者
を

指
導
す
る
に
あ
た
り
、
人
の
つ
な
が
り
や
社
会
的
な
知
識
を
活
性
化
さ
せ
、

当
時
の
商
業
的
出
版
業
界
は
さ
ら
に
出
版
物
生
産
を
向
上
さ
せ
た
。
こ
れ
ら

の
ジ
ャ
ン
ル
は
冠
婚
葬
祭
な
ど
特
定
の
儀
式
に
適
応
す
る
既
に
出
来
上
が
っ

た
文
章
を
集
め
た
手
紙
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
う
「
往
来
物
並
び
に
手
本
」、
交

換
さ
れ
た
手
紙
を
中
心
と
し
た
架
空
の
物
語
、
ま
た
は
既
存
の
文
学
資
料
か

ら
抜
粋
し
た
恋
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
実
務
的
な
知
識
と
娯
楽
を
提

供
し
、
ま
た
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
ノ
ン
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
境
界
線
が
い
か
に
曖
昧
で

あ
る
か
と
い
う
証
明
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
第
六
章
「
現
在
へ
の
委
託
」
は
金
銭
と
災
害
に
関
す
る
作
品
に
注
目
し
、

い
か
に
版
元
が
時
局
的
な
知
識
を
儲
け
の
多
い
作
成
物
と
し
て
一
括
販
売
し

て
い
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
比
較
的
教
訓
性
が
低
い
も

の
だ
が
、
当
時
の
読
者
の
社
会
の
理
解
を
促
し
た
。
江
戸
初
期
の
資
料
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
経
済
的
な
立
場
を
向
上
さ
せ
、
金
銭
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
よ
う
な
実
務
的
な
助
言
に
富
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
金

銭
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
提
供
し
た
。
一
方
、
災
害
に
関
す
る
書
物
は
、

災
害
を
報
道
し
、
そ
の
影
響
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
人
の
ド
ラ
マ
も
記
述
し
、

ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
に
よ
り
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
た
人
達
に
対
す
る
治
療
法

と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
。

　
第
七
章
「
多
数
性
の
勝
利
」
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
を

検
討
し
て
豊
富
な
証
拠
を
集
め
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
大
衆
向

け
散
文
を
そ
れ
ら
に
慣
れ
て
い
な
い
二
十
一
世
紀
の
読
者
に
読
み
物
と
し
て

奨
励
す
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
我
々
の
期
待
に
挑
戦
す
る
か
の
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
作
品
は
ほ
ん
の
少
し
の
研
究
者
の
関
心
を
得
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

現
代
文
学
史
か
ら
遮
断
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
要
な
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ

ら
が
十
七
世
紀
の
版
元
と
読
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
か
を
示
し
て
く
れ
る
。
随
筆
は
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
で
あ
る
。
モ
レ
ッ

テ
ィ
は
読
む
と
い
う
行
為
が
娯
楽
的
な
の
は
、
テ
キ
ス
ト
の
物
語
性
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
読
者
が
常
に
学
ぶ
楽
し
み
を
育
み
認
知
レ
ベ
ル
を
継
続
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
維
持
し
て
い
る
。
十
七
世
紀
に
お
け
る
文

学
作
品
と
そ
の
需
要
は
書
籍
の
市
場
に
関
す
る
知
識
無
し
で
は
理
解
で
き
な
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い
。
版
元
や
著
者
が
市
場
戦
略
と
し
て
使
っ
た
の
は
多
様
性
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
だ
。
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
ノ
ン
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
・

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
一
元
と
断
片
的
な
も
の
と
い
っ
た
こ
と
を
二
項
対
立
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
の
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
二

項
対
立
は
甚
だ
無
効
力
で
あ
り
、
書
籍
市
場
へ
の
関
心
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
。

エ
ピ
ロ
ー
グ
で
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
近
世
の
版
元
た
ち
が
多
様
な
知
識
を
広
い

読
者
層
に
伝
え
る
と
い
う
戦
略
を
振
り
返
り
ま
と
め
た
。

　
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
重
要
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
研
究
者
の
関
心
を
得
な

い
大
衆
向
け
散
文
作
品
の
再
考
察
を
成
就
さ
せ
、
興
味
深
い
う
え
驚
く
ほ
ど

の
説
得
力
を
継
続
さ
せ
て
い
る
。
近
世
文
学
史
の
先
行
研
究
や
文
学
理
論
に

加
味
し
て
、
近
世
文
学
の
世
界
に
つ
い
て
の
我
々
の
知
識
を
製
錬
し
、
一
次

資
料
を
い
か
に
よ
り
良
い
方
法
で
学
べ
る
か
と
い
う
有
益
な
方
法
論
を
提
供

す
る
。
さ
ら
に
、
自
身
の
理
論
の
裏
付
け
の
た
め
、
研
究
者
か
ら
注
目
さ
れ

な
い
作
品
を
数
多
く
翻
訳
し
、
要
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は
、

十
七
世
紀
の
読
者
層
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
像
さ
せ
、
ま
た

近
世
文
学
作
品
の
英
訳
が
少
な
い
な
か
、
そ
の
資
料
を
増
加
さ
せ
た
。「
ナ

ラ
テ
ィ
ブ
資
本
」、
つ
ま
り
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
理
解
す
る
の
に
不
可
欠
だ
っ
た

ノ
ン
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
か
ら
得
ら
れ
た
実
務
的
な
知
識
と
い
う
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
概

念
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
一
次
資
料
に
接
近
す
る
時
に
非
常
に
役
に
立
つ
。

さ
ら
に
、
限
ら
れ
た
特
権
的
な
読
者
層
の
み
が
ア
ク
セ
ス
で
き
た
知
識
が
ど

の
よ
う
に
再
構
築
さ
れ
、
初
心
者
読
者
に
も
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
研
究
は
、
応
用
的
に
古
典
文
学

が
近
世
初
期
に
変
容
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
リ
テ
ラ
シ
ー
の
ス
ペ
ク
ト
ル
に
作

用
し
た
か
と
い
う
事
象
に
当
て
は
め
ら
れ
る
。
モ
レ
ッ
テ
ィ
の
魅
力
的
な
様

式
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
こ
の
有
益
な
研
究
は
、
十
七
世
紀
の
出
版
事
業
と

そ
れ
が
生
み
出
し
た
大
衆
文
学
に
関
し
て
知
識
を
拡
大
し
た
い
読
者
に
は
重

要
で
あ
ろ
う
。

（
日
本
語
訳
に
際
し
ま
し
て
、
亀
田
和
子
先
生
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。）


