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「
二

一
世
紀
」
が
近
づ
い
て
来
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
い
つ

の
こ
ろ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

「世
紀
末
」

が
近
づ
い
て
来
る
と
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
ろ
と
恐
ら

く
重
な

っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
「世

紀
末
」
の
現
在
は
、
こ
れ
ま
で

一
〇
〇
年
の
来
し
方

を
振
り
返
り
、
新
し
い
世
紀
を
展
望
す
る
の
に
、
最

も
相
応
し
い
時
期
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、

「温
故
知
新
」
（故
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る
）
の

時
期
で
も
あ
り
ま
す
。　
一
つ
の
峠
を
越
え
よ
う
と
す

る
と
き
、
ふ
と
立
ち
止
ま

っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
旅
の

多
種
多
様
な
経
験
の
道
程
を
振
り
返
り
、
そ
の
経
験

を
こ
れ
か
ら
の
旅
に
活
か
そ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た

心
の
あ
り
よ
う
に
相
応
し
い
時
期
な
の
で
す
。
そ
れ

は
、
年
の
暮
れ
が
、

一
年
を
振
り
返
り
、
新
年
の
夢

を
語
り
始
め
る
時
期
で
あ
る
の
に
も
似
て
い
ま
す
。

絶
望
を
克
服
し
統
合
と
英
知
に
至
る
心
境
が
相
応
し

い
と
心
理
学
者

エ
リ
ク
ソ
ン
が
説
く

「老
年
期
」
に

も
似
て
い
ま
す
．^

周
知
の
と
お
り
、
昨

一
九
九
五
年
は
、
歴
史
上
記

念
す
べ
き
映
画
誕
生

一
〇
〇
年
祭
が
世
界
各
地
で
催

さ
れ
た
年
で
し
た
。
今
年
は
、
映
画
の
歴
史
で
は
、

一
足
先
の
新
世
紀
幕
開
け
の
年
だ
っ
た
の
で
す
。

「映
画
」
が

一
〇
〇
年
の
歴
史
を
重
ね
れ
ば
、
「映

画
の
理
論
」
も
ま
た
、　
一
〇
〇
年
の
歴
史
を
重
ね
て

来
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
バ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、　
一
九
二

宏土早士
口



四
年
に
、
力
強
く
語
っ
て
い
ま
し
た
。
「理
論
は
、
芸

術
の
旅
人
の
た
め
の
地
図
で
あ
る
」
ミ
ラ
メヾ
ラ
ー
こヽ

著
、
佐
々
木
基
一
ほ
か
訳
『視
覚
的
人
間
¨
映
画
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ

ビ
、
岩
波
文
庫
、
〓
天
―
ビ
と
。
そ
の
「映
画
の
理
論
」

の
歴
史
を
顧
み
る
の
に
適
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
、

以
下
の
本
に
ざ
っ
と
目
を
通
し
て
み
ま
し
た
。〇

・〓
”
のＦ

で
Ｆ
Ｏ
ｏ
ゴ
①●
・
い
い
ｒ
・”
『”
ｃ
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「
一ミ
ヽヽ

い
ざ
ｓ，
で
ヽ
ド
ミ

の
よ
おヽ
泳
§
。（Ｐ
ｃ【一Ｆ
震
６
ｘ
〔ｏａ
ｃ
”
い０率
３
お
ご
が
そ

れ
で
す
。
こ
の
本
の
冒
頭
に
、　
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
ろ
そ
ろ
映
画
の
一
〇
〇
年
祭
、
「世
紀
末
」
が
意

識
さ
れ
始
め
た

一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
、

映
画
の
理
論
研
究
に
、　
一
つ
の

「新
し
い
傾
向
」
が

力
を
強
め
始
め
て
い
る
。
そ
の
際
立
っ
た
特
徴
は
「統

合
的
な
傾
向
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
歴
史
学
、
心
理

学
、
言
語
学
な
ど
に
負
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
洞
察

を
、
「映
画

一
般
ば
か
り
で
な
く
個
々
の
映
画
を
理
解

す
る
に
適
し
た

一
つ
の
統
合
へ
と
融
合
さ
せ
よ
う
と

求
め
る
傾
向
」
で
あ
る
、
と
。
私
は
、
こ
の
指
摘
を
、

二
つ
の
点
か
ら
、
興
味
深
く
思
い
ま
し
た
。

第

一
は
、
世
紀
末
に
現
れ
た

「新
し
い
傾
向
」
が
、

何
か
こ
れ
ま
で
に
全
く
無
か
っ
た
新
奇
な
理
論
の
突

然
の
出
現
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ま
で
に
既
に
あ
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
洞
察
を

「統
合
す
る
傾
向
」
だ
、
と
い

う
点
で
す
。
今
世
紀
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
、
「新
し

い
傾
向
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
そ
れ
ま
で

無
か
っ
た
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
、

新
し
い
視
点
を
提
供
す
る
理
論
の
出
現
を
意
味
し
た

の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
「統
合
的
な
傾
向
」

と
は
、
「温
故
知
新
」
で
あ
る
と
共
に
、
「多
様
性
を

通
じ
て
の
統

一
性
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
多
様
性
、
つ
ま
り
多
様
な
豊
か
さ
が
既

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
合
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
だ
何
も
無
い
と
こ
ろ
に

「統
合
」
は
あ
り
得
な
い

か
ら
で
す
。
世
紀
末
と
は
、
そ
の
世
紀
の
歴
史
の
中

で
、
次
か
ら
次
へ
と
出
現
し
て
は
消
え
て
行
っ
た
、

そ
の
時
々
の
多
様
な

「新
し
い
傾
向
」
の
累
積
か
ら

な
る
混
沌
に
、
あ
る
統

一
的
な
視
点
か
ら
、
秩
序
を

も
た
ら
す
理
論
的
な
動
き
に
適
し
た
時
期
な
の
で
し

Ｌｒ一ヽ
一′′。

第
二
は
、
映
画
の
理
論
に
求
め
ら
れ
て
い
る

「統

合
」
が
、
単
に

「映
画

一
般
ば
か
り
で
な
く
個
々
の

映
画
を
理
解
す
る
に
適
し
た

一
つ
の
統
合
」
で
あ
る
、

と
い
う
点
で
す
。
も
し
理
論
が
、
「映
画

一
般
」
を
理

解
さ
せ
る
だ
け
、
つ
ま
り
、
「そ
も
そ
も
映
画
と
い
う

も
の
は
…
…
」
と
い
っ
た
よ
う
な
理
解
を
与
え
て
く

れ
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
ら
、
映
画
の
専
門
研

究
者
は
と
も
か
く
、
私
た
ち
素
人
の
映
画
愛
好
家
は
、

そ
れ
に
関
心
が
も
て
な
い
で
し
ょ
う
。
映
画
を
楽
し

む
の
に
、
「映
画
と
は
…
…
」
と
い
う
理
屈
を
知
る
必

要
な
ど
な
い
、
と
も
言
え
る
か
ら
で
す
。
が
、
も
し

理
論
が

「個
々
の
映
画
を
理
解
す
る
」
助
け
に
な
る



の
だ
と
し
た
ら
、
話
は
別
で
し
ょ
う
。
理
論
の
助
け

な
し
に
は
で
き
な
い
、
意
外
で
、
新
鮮
で
、
深
く
豊

か
な
理
解
が
、
個
々
の
映
画
に
つ
い
て
可
能
と
な
り
、

映
画
の
楽
し
み
が
倍
加
す
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
。

こ
の

「新
し
い
傾
向
」
で
は
、
映
画
の
意
味
の
創

造
に
つ
い
て
、
観
客
の

「能
動
的
な
貢
献
」
が
強
調

さ
れ
て
い
る
、
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
既
に
創
造

さ
れ
た
意
味
を
受
容
す
る
存
在
と
し
て
、
観
客
に
「受

動
性
」
が
仮
定
さ
れ
て
い
た
時
期
と
は
対
照
的
で
す
。

例
え
ば
、
ナ
チ
ス
の
ゲ
ッ
ペ
ル
ス
に
よ
る
宣
伝
映
画

や
娯
楽
映
画
の
背
後
に
は
、
観
客
の

「受
動
性
」
の

思
想
が
あ
り
ま
し
た
。
「新
し
い
傾
向
」
は
、　
一
つ
の

映
画

・
映
像
の
意
味
が
、　
一
人
ひ
と
り
の
観
客
の
能

動
的
な
貢
献
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
多
様
に
理
解
さ

れ
る
、
と
で
ワ
こ
と
の
理
論
的
解
明
で
す
。
観
客

一

人
ひ
と
り
が
、
与
え
ら
れ
た
映
画
の
映
像
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
仕
方
で
意
味
を
付
与
す
る
能
動
的
活
動
を
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
活
動
の
具
体
的
な
姿

へ
の
注
目
を
、
理
論
が
促
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
能
動
性
は
、
も
ち
ろ
ん
、
映
画
の
発
生
以
来
、

観
客
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
活
動
の
特
徴
で
は
あ

る
の
で
す
。
が
、
映
画

一
〇
〇
年
の
歴
史
の
中
で
誕

生
し
、
多
様
に
成
熟
し
自
立
し
た
、
鋭
い
「批
評
眼
」

を
も
つ
、多
数
の
観
客
の
存
在
に
よ
っ
て
、
「能
動
性
」

が
無
視
で
き
な
い
特
徴
と
し
て
意
識
化
さ
れ
、
理
論

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し

ょ
う
。
黒
澤
明
監
督
の
名
作

「羅
生
門
」
に
描
か
れ

て
い
た
多
視
点
性
は
、　
一
つ
の
事
件
の
意
味
を
理
解

す
る
経
験
だ
け
で
な
く
、
映
画
の
意
味
を
理
解
す
る

経
験
に
関
し
て
も
、
全
く
同
様
に
存
在
す
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
映
画
の
映
像
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
映

像
の

「意
味
の
創
造
」
に
、
そ
れ
を
見
る
人
間

一
人

ひ
と
り
の

「能
動
性
」
を
認
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が

っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
映
像
理
解
に

「多
視
点

性
」
を
認
め
る
こ
と
と
直
結
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
脚

本
や
シ
ナ
リ
オ
に
対
す
る
演
技
者
の
抵
抗
、
映
画
産

業
を
取
り
巻
く
社
会
全
体
に
対
す
る
映
画
製
作
者
個

人
の
抵
抗
、
…
…
な
ど
、
な
ど
、
社
会
全
体
に
対
す

る
個
人
の
能
動
性
と
多
視
点
性
を
強
調
す
る
傾
向
も
、

新
し
い

「統
合
す
る
傾
向
」
に
は
見
ら
れ
る
よ
う
で

す
。
そ
れ
は
、
人
間
の
多
様
性
と
多
視
点
性
を
認
め
、

多
ぐ
の
視
点
を
取
れ
る
柔
軟
で
個
性
的
な
人
間
の
教

育
を
求
め
る
、
教
育
に
お
け
る

「多
様
化
」
の
視
点

と
も
呼
応
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
う
し
て
、
コ
三

世
紀
に
む
け
て
の
教
育
課
題
」

を
考
え
る
こ
と
を
促
す
世
紀
末
は
、
「温
故
知
新
」
、

「統
合

へ
の
傾
向
」
、
「多
様
性
を
通
し
て
の
統

一

性
」
、
「多
視
点
性
」
の

「新
し
い
傾
向
」
に
相
応
し

い
時
期
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。
映
画
理
論

◆
映
像
理

論
に
限
ら
ず
、
教
育
理
論
の
古
典
の
数
々
に
静
か
に

学
び
、
世
紀
末
に
相
応
し
い
、
成
熟
し
た
重
厚
な
「新

し
い
傾
向
」
に
参
入
し
た
い
も
の
で
す
。

21世紀に向けての
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