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こ
の
時
代
、
人
々
は
未
来
に
希
望
を
見
出
し
暮

ら
し
て
い
た
。
反
面
、「
希
望
の
達
成
」
に
価
値

が
置
か
れ
て
い
る
社
会
で
は
、「
死
」
は
隠
さ
れ
て

し
ま
う
。
こ
の
世
で
の
希
望
は
、
生
き
る
時
間
が

あ
る
と
い
う
保
証
の
中
に
成
立
す
る
。
死
は
「
希

望
の
達
成
」
を
無
価
値
に
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

が
ん
の
専
門
医
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ッ
ク
マ

ン
氏
は
、
こ
の
時
代
を
「
死
に
に
く
い
時
代
」
と

語
っ
て
い
る
。
年
老
い
た
も
の
が
家
庭
で
死
を
迎

え
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
、
死
が
〝
よ
そ
も
の
〟

と
な
り
、
健
康
へ
の
期
待
は
、
死
は
永
久
に
防
止

で
き
る
と
い
う
錯
覚
を
生
み
出
す
。

　

平
成
時
代
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
好
景
気
の
波

が
大
き
く
沈
み
、
経
済
が
停
滞
し
、
大
き
な
自
然

災
害
に
も
見
舞
わ
れ
た
。
時
代
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
し
、
価
値
観
の
多
様

化
が
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
自

己
決
定
権
の
尊
重
は
、
共
通
の
価
値
観
の
な
い
ま

ま
に
、
信
頼
と
い
う
絆

き
ず
な

が
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
21
世
紀
に
入
り
、
社
会
学
者
の
ジ
グ
ム

ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
氏
は
、『
液
状
化
す
る
社
会
』
と
、

こ
の
時
代
を
定
義
し
た
。
結
婚
一
つ
と
っ
て
も
、

欧
州
で
は
、
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
一
つ
の
固
ま

っ
た
形
が
な
く
な
り
、
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
が
、
水
の
よ
う
に
流
動
化
し
た
時
代
。
そ
れ
が

現
代
で
も
あ
る
。
バ
ウ
マ
ン
氏
は
、
興
味
深
い
た

と
え
を
説
い
て
い
る
。

「
伝
わ
る
」
よ
う
に
伝
え
る

　

い
か
だ
乗
り
は
川
を
下
る
と
き
、
川
の
流
れ
に

乗
っ
て
進
む
の
で
コ
ン
パ
ス
を
必
要
と
し
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
広
い
海
を
航
海
す
る
水
夫
は
コ
ン

パ
ス
な
し
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
い
か
だ

乗
り
は
、
川
の
流
れ
に
身
を
任
せ
つ
つ
、
時
折
、

艪ろ

や
竿さ

お

を
使
っ
て
い
か
だ
が
岩
に
ぶ
つ
か
っ
た
り

急
流
に
は
ま
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
い
か
だ
を

「
未
来
を
信
じ
て
い
た
時
代
」

　

時
代
に
は
、
そ
の
時
代
の
物
語
が
あ
る
。
戦
後
、

高
度
成
長
と
と
も
に
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
買
う

こ
と
が
、
豊
か
な
生
活
の
源
で
あ
り
、
家
族
の
豊

か
さ
も
、
必
要
な
も
の
を
そ
ろ
え
て
い
く
と
い
う

「
希
望
の
達
成
」
が
物
語
の
中
心
に
あ
っ
た
。

　

２
０
０
５
年
に
話
題
と
な
っ
た
映
画
「
Ａオ

ー
ル
ウ
ェ

Ｌ
Ｗ

Ａイ

ズ
Ｙ
Ｓ
―
三
丁
目
の
夕
日
」は
、
１
９
５
８
年
と

い
う
高
度
経
済
成
長
始
動
期
の
東
京
を
舞
台
に
し

て
い
た
。
映
画
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
は
、「
人

び
と
が
未
来
を
信
じ
て
い
た
時
代
」
と
あ
っ
た
。

時代にはその時代の物語がある

時
代
に
は
そ
の
時
代
の
物
語
が
あ
る
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う
ま
く
漂
流
さ
せ
る
。
し
か
し
、
も
し
船
の
行
く

手
を
、
気
ま
ぐ
れ
な
風
や
移
ろ
い
ゆ
く
流
れ
に
任

せ
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
水
夫
は

船
の
動
き
の
主
導
権
を
握
る
必
要
が
あ
る
。
行
く

先
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
こ
へ
た
ど

り
着
く
に
は
、
い
つ
ど
ち
ら
へ
向
か
え
ば
よ
い
か

を
示
し
て
く
れ
る
コ
ン
パ
ス
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
。（『
リ
キ
ッ
ド
・
ラ
イ
フ
―
現
代
に
お
け
る
生

の
諸
相
』
よ
り
）

　

バ
ウ
マ
ン
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
代

ほ
ど
、
コ
ン
パ
ス
、
つ
ま
り
何
を
指
針
と
し
て
生

き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
環
境
問
題
。
昭
和
の
時
代
で
あ
れ
ば

便
利
で
快
適
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
選
択
し
て
い

た
。
現
代
は
、
バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
と
い
う

「
未
来
の
あ
る
べ
き
姿
」
か
ら
「
未
来
を
起
点
」
に

解
決
策
を
見
つ
け
る
思
考
法
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
は
、
物
事
を
考
え
る
指

針
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
が
、
何
を
指
針
と
し
て
物

事
を
考
え
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
時
代
で
も
あ
る
。

　

浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
を
親
鸞
聖
人
は
「
畢ひ

っ
き
ょ
う竟

依え

を
帰き

命
み
ょ
う

せ
よ
」
と
和わ

讃さ
ん

に
示
さ
れ
て
い
る
。
畢

竟
依
の
畢
を
辞
典
で
調
べ
る
と
、「
こ
と
ご
と
く
」

と
あ
り
、「
竟
」
は
「
最
後
の
境
界
ま
で
と
ど
く
」

と
あ
る
。
畢
竟
依
と
は
、
す
べ
て
の
人
の
究
極
の

依よ

り
ど
こ
ろ
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
ど
の
よ

う
な
状
態
に
あ
っ
て
も
、
私
の
支
え
と
な
っ
て
く

れ
る
教
え
、
は
た
ら
き
、
ぬ
く
も
り
、
そ
れ
が
阿

弥
陀
如
来
の
ご
本
願
だ
。
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
と

し
て
の
浄
土
真
宗
。
変
わ
り
ど
お
し
の
私
が
変
わ

ら
な
い
私
に
な
る
の
で
は
な
く
、
変
わ
り
ど
お
し

の
私
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
る
大
悲

の
み
教
え
。
こ
の
み
教
え
は
、
浄
土
真
宗
の
門
徒

だ
け
が
享
受
す
る
の
で
は
な
く
、
生
き
る
依
り
ど

こ
ろ
と
し
て
、
人
類
の
す
べ
て
の
人
に
「
伝
わ
る
」

よ
う
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


