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■
経
験
か
ら
感
じ
た
も
の
―
「
近
代
」
の
「
重
さ
」

　

分
か
り
や
す
く
整
理
す
る
の
が
そ
う
い
っ
た
類
の
本
の
役
割
で

あ
る
の
は
百
も
承
知
な
の
だ
が
、
教
科
書
や
概
説
書
に
は
、
例
え

ば
近
代
と
い
う
時
代
が
類
型
的
か
つ
順
序
よ
く
書
か
れ
て
い
て
、

現
在
の
人
間
が
そ
の
時
代
は
そ
ん
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
き
っ
か

け
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
し
か
し
、
紋
切
り
型
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
あ
え
て
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
み
た
か
と
い
う
と
、

僕
自
身
の
最
近
の
経
験
に
よ
る
。
講
義
を
す
る
と
い
う
必
要
か
ら

「
文
学
」
な
る
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
に
比
較
し
て
よ
く
読
む
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
近
代
日
本
を
舞
台
と
し
た
も
の
が
多

い
。

　

多
く
の
近
代
文
学
に
は
そ
の
時
代
に
お
け
る
人
々
の
苦
悶
が
、

あ
り
あ
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
言
っ
た
教
科
書
的

記
述
に
対
す
る
僕
自
身
の
感
想
は
、
そ
の
記
述
自
身
の
こ
と
よ
り

も
（
む
ろ
ん
記
述
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
）、
そ
れ
を

読
ん
だ
人
々
が
例
え
ば
近
代
の
人
々
の
様
々
な
苦
悶
を
ど
こ
ま
で

考
え
、
想
像
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
日
本
に
お
い
て
そ
の
力
は
極
め
て
貧
困
な

状
態
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
も
ま

た
し
か
し
、
紋
切
り
型
の
感
想
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
僕
の
ま
ず
し
い
経
験
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
う
い
っ

た
状
態
は
い
わ
ゆ
る
大
学
を
含
め
た
教
育
の
現
場
だ
け
で
な
く
、

ア
カ
デ
ミ
ア
の
世
界
に
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
様
々
な
研
究
者
が
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
み
な
が
そ
う
で

あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
実
際
に
尊
敬
す
る
先
達
も
数
多
く
い
る
。

し
か
し
、
軽
率
な
感
想
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
な
の
だ
が
、
重

万
斛
の
苦
悶
に
出
会
う
―
「
近
代
」
を
め
ぐ
る
私
的
断
想

玉
置　

文
弥
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み
が
無
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
感
じ
て
し
ま
う
。
僕
の
偏
見
だ

ろ
う
か
。

　
「
重
み
」
と
言
う
言
葉
は
曖
昧
だ
が
、
僕
の
言
い
た
い
の
は
、

近
代
は
も
っ
と
ど
す
黒
く
、
鬱
々
そ
し
て
闇
の
よ
う
な
世
界
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
近
代
に
つ
い
て
司
馬
遼
太
郎
は
、

　

維
新
後
、
日
露
戦
争
ま
で
と
い
う
三
〇
余
年
は
、
文
化
史

的
に
も
精
神
史
の
う
え
か
ら
で
も
、
な
が
い
日
本
歴
史
の
な

か
で
じ
つ
に
特
異
で
あ
る
。

　

こ
れ
ほ
ど
楽
天
的
な
時
代
は
な
い
。

　

む
ろ
ん
、
見
方
に
よ
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
庶
民
は
重

税
に
あ
え
ぎ
、
国
権
は
あ
く
ま
で
重
く
民
権
は
あ
く
ま
で
軽

く
、
足
尾
の
鉱
毒
事
件
が
あ
り
女
工
哀
史
が
あ
り
小
作
争
議

が
あ
り
で
、
そ
の
よ
う
な
被
害
意
識
の
な
か
か
ら
み
れ
ば

こ
れ
ほ
ど
暗
い
時
代
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
被
害

意
識
で
の
み
み
る
こ
と
が
庶
民
の
歴
史
で
は
な
い
（
司
馬
、

一
九
七
八
、二
九
五
―
二
九
六
頁
）。

と
書
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
を
そ
の
言
葉
通
り
受
け
取
る
な

ら
ば
、
僕
は
基
本
的
に
は
そ
う
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。
暗
さ
を

い
た
ず
ら
に
強
調
し
て
、
近
代
日
本
の
あ
る
種
の
宿
命
―
近
代
・

欧
米
と
い
う
圧
倒
的
圧
力
と
の
衝
撃
的
邂
逅
―
を
無
視
し
、
戦
前

の
日
本
が
行
っ
た
対
内
外
へ
の
行
動
す
べ
て
が
悪
で
あ
っ
た
、
と

い
う
よ
う
な
盲
目
的
な
議
論
に
は
全
く
く
み
で
き
な
い
。
僕
は
、

そ
う
い
っ
た
見
方
は
、
実
は
近
代
日
本
の
苦
悶
を
引
き
受
け
て
い

な
い
、
そ
れ
は
あ
な
た
方
が
見
た
い
近
代
日
本
像
を
押
し
付
け
て

い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
す
ら
考
え
る
。

　

さ
て
司
馬
は
、
明
治
を
「
こ
れ
ほ
ど
暗
い
時
代
は
な
い
で
あ
ろ

う
」
と
し
つ
つ
、「
被
害
意
識
で
の
み
み
る
こ
と
」
を
批
判
し
て
、「
楽

天
的
な
時
代
」
と
し
て
そ
の
時
代
を
見
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。

被
害
と
楽
天
。
な
る
ほ
ど
わ
か
り
や
す
く
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
間
の
葛
藤
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
よ
く
言
わ

れ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
歴
史
に
お
け
る
光
と
闇
は
、
別
個
に

分
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
な
が
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
時

代
と
い
う
コ
イ
ン
の
裏
表
に
な
っ
て
い
る
。
僕
が
こ
の
小
文
で
注

目
し
た
い
の
は
、
そ
の
光
と
闇
が
痛
々
し
い
ほ
ど
に
葛
藤
し
あ
い

な
が
ら
、「
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
安
」
が
人
々
を
離
さ
な
か
っ
た

と
い
う
意
味
で
の
暗
い
時
代
、
す
な
わ
ち
「
近
代
」
な
の
で
あ
る
。
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だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
重
大
な
歴
史
的
事
件
、
例
え
ば
あ
る

戦
争
の
あ
る
時
点
の
み
の
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
く
、
日
本

の
近
代
の
深
層
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
無
名
の
人
々
の
、
数
多
の
、

否
は
か
り
き
れ
な
い
万
斛
の
苦
悶
を
意
識
し
た
い
の
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
「
近
代
」
を
現
在
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
で
あ
っ
て
、
易
し
く
な
い
ど
こ
ろ
か
、

ほ
と
ん
ど
無
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
ア
カ
デ
ミ
ア
の
世
界

に
お
い
て
は
、
動
機
、
対
象
、
分
析
、
証
明
、
類
型
、
結
論
、
論

理
的
一
貫
性
・
・
・
・
と
い
っ
た
自
明
視
さ
れ
て
い
る
石
鹼
で
、

そ
の
苦
悶
を
洗
い
流
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
こ
の

言
葉
は
そ
の
ま
ま
僕
自
身
に
突
き
刺
さ
る
。
お
前
こ
そ
そ
う
な
の

で
は
な
い
か
、
と
。
た
ぶ
ん
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
カ
デ

ミ
ア
の
世
界
に
住
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
。
そ
れ
は
や
む
を

得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
と
も
思
う
。
し
か
し
、
口
幅
っ
た
い
が
、

そ
れ
で
開
き
直
っ
て
仕
様
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ほ
ど
に
は

利
口
で
な
い
。
そ
れ
は
謙
遜
で
も
皮
肉
で
も
な
く
、
僕
自
身
が
そ

の
葛
藤
の
場
所
に
居
続
け
よ
う
と
す
る
構
え
を
意
味
す
る
、
な
ど

と
思
う
。
だ
か
ら
な
の
か
、
多
く
の
近
代
を
扱
う
特
に
歴
史
学
の

発
表
を
聞
い
た
り
、
論
文
を
読
む
と
、
偉
そ
う
に
も
「
そ
ん
な
も

の
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
感
慨
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
時
が
あ
る
の
だ
。

■
人
々
の
「
悪
魔
ご
こ
ろ
」
―
高
橋
和
巳
『
邪
宗
門
』
か
ら

　

ど
う
も
稚
拙
な
文
章
な
が
ら
、
感
情
が
先
行
し
過
ぎ
た
。
こ
の

小
文
で
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
光
と
闇
の
葛
藤
と
か
苦
悶
と
い
っ
た

大
き
な
問
い
を
論
ず
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
の
だ
。
た

だ
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
若
干
経
験
を
し
た
文
学
（
的
視
点
）
か
ら

歴
史
を
見
る
と
い
う
行
為
は
、
ど
う
も
僕
が
こ
れ
ま
で
に
何
と
な

く
掴
ん
で
き
た
よ
う
な
近
代
イ
メ
ー
ジ
を
、
少
し
ず
つ
、
そ
れ
で

い
て
着
実
に
突
き
崩
し
つ
つ
あ
る
ら
し
い
、
と
い
う
そ
の
こ
と
を
、

こ
こ
に
記
し
、
分
か
ち
合
い
た
い
の
だ
。

　
「
文
学
」
分
析
と
は
縁
遠
い
取
り
上
げ
方
か
も
し
れ
な
い
が
、

例
え
ば
昭
和
戦
前
期
の
暗
さ
、
も
っ
と
言
え
ば
人
々
の
心
理
的
な

暗
さ
が
、
高
橋
和
巳
の
著
名
な
小
説
『
邪
宗
門
』
に
は
克
明
に
刻

ま
れ
て
い
る
。
物
語
を
追
う
余
裕
は
無
い
が
、
こ
の
小
説
の
冒
頭
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
や
っ
て
き
た
少
年
＝
潔
が
「
神
部
」
な
る
架

空
の
京
都
の
田
舎
駅
に
降
り
立
ち
、
架
空
の
教
団
「
ひ
の
も
と
救

霊
会
」
を
目
指
し
て
駅
前
の
ア
ー
ケ
ー
ド
を
歩
く
場
面
が
あ
る
。
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時
期
は
一
九
三
一
年
。
日
本
が
世
界
恐
慌
・
昭
和
恐
慌
か
ら
抜
け

出
せ
な
か
っ
た
、
そ
し
て
満
洲
事
変
の
年
で
あ
る
。
人
々
の
暗
さ

は
、
悲
し
み
と
言
う
よ
り
も
憎
し
み
に
転
化
し
て
い
た
。

　
「
ま
た
ひ
と
り
乞
食
が
帰
っ
て
き
た
」

　

ど
こ
で
盗
ん
だ
の
か
、
泥
ま
み
れ
の
生
大
根
を
齧
り
な
が

ら
歩
く
少
年
の
姿
を
見
て
も
、
人
々
は
さ
ほ
ど
特
別
な
反
応

を
し
め
さ
な
か
っ
た
。

　
「
ち
ぇ
っ
、
縁
起
で
も
な
い
」
夢
遊
病
者
の
よ
う
に
店
先
に

立
ち
止
ま
っ
た
少
年
を
見
て
、
果
物
や
の
店
主
は
や
け
に
は

た
き
を
か
け
な
が
ら
舌
う
ち
し
た
。「
た
ま
に
店
を
の
ぞ
く
か

ら
誰
か
と
思
っ
た
ら
、
乞
食
や
」

　
「
で
も
ま
あ
、
門
前
町
の
神
具
店
よ
り
は
ま
し
さ
」
乳
飲
子

を
あ
や
し
な
が
ら
女
房
が
言
っ
た
。「
門
前
町
は
、救
霊
会
あ
っ

て
の
門
前
町
だ
か
ら
ね
。
教
主
さ
ん
は
ど
ん
な
偉
い
人
か
は

知
ら
ん
け
れ
ど
、
女
を
た
ぶ
ら
か
し
た
り
、
お
国
に
背
く
よ

う
な
こ
と
を
言
っ
た
り
し
て
お
と
り
つ
ぶ
し
に
な
っ
て
は
、

も
う
お
し
ま
い
だ
よ
」

　
「
悪
い
こ
と
は
重
な
り
や
が
る
か
ら
な
。
今
に
こ
の
町
は
、

乞
食
だ
ら
け
に
な
る
よ
」
と
店
主
が
言
っ
た
。

　

少
年
は
果
物
屋
の
前
で
、買
手
も
つ
か
ぬ
ま
ま
埃
を
か
ぶ
っ

た
栗
や
り
ん
ご
や
柿
の
山
を
見
な
が
ら
、
ふ
い
に
涙
を
な
が

し
た
。
店
番
に
退
屈
し
て
い
た
店
主
が
、
そ
ば
に
い
た
番
犬

を
少
年
に
け
し
か
け
た
。
け
し
か
け
ら
れ
た
犬
は
は
げ
し
く

吠
え
な
が
ら
少
年
に
襲
い
か
か
っ
て
い
っ
た
。
少
年
は
逃
げ

る
力
も
な
い
よ
う
に
棒
立
ち
の
姿
勢
の
ま
ま
、
店
さ
き
の
果

物
を
見
て
い
る
。

　
「
ケ
ン
！
か
ま
へ
ん
、
噛
ん
で
や
れ
！
」
と
店
主
は
言
っ
た

（
高
橋
、
二
〇
一
四
、一
三
―
一
四
頁
）。

生
大
根
を
齧
る
乞
食
の
少
年
と
、
犬
に
彼
を
嚙
ま
せ
よ
う
と
す
る

店
主
。
こ
こ
に
明
る
さ
は
な
い
。
一
片
の
明
る
さ
も
な
い
。
人
々

に
と
っ
て
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
安
は
す
で
に
激
し
い
憎
し
み
で

あ
っ
た
。
人
を
思
い
や
る
と
か
助
け
あ
う
と
い
う
こ
と
は
か
け
ら

も
出
て
来
な
い
。
た
だ
ど
う
に
も
な
ら
な
い
現
実
に
対
す
る
鬱
憤

を
、
犬
の
牙
に
託
す
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
時
代
は
、
暗
い

と
い
う
よ
り
も
も
は
や
窒
息
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
を
「
解
決
」
す
る
手
段
が
、
帝
国
陸
軍
の
一
部
の
軍
人
に
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と
っ
て
は
、
満
洲
事
変
か
ら
「
満
洲
国
」
建
国
へ
至
る
「
時
代
離

れ
の
し
た
大
芝
居
」（
宮
崎
、二
〇
一
五
、三
〇
三
頁
）
だ
っ
た
の
だ
。

そ
の
演
出
は
、
果
し
て
功
を
奏
し
た
。
人
々
は
「
満
洲
国
」
を
熱

狂
的
に
支
持
し
た
。
そ
れ
は
、つ
と
に
有
名
な
一
九
三
三
年
の
「
連

盟
脱
退
」
の
演
説
を
し
、「
失
敗
を
し
て
［
日
本
へ
］
か
へ
つ
た
」（
萩

原
、
一
九
四
一
、一
一
二
頁
）
と
考
え
て
い
た
松
岡
洋
右
を
し
て
、

口
で
非
常
時
を
い
ひ
乍
ら
、
私
を
こ
ん
な
に
歡
迎
す
る
と
は
、

皆
の
頭
が
ど
う
か
し
て
ゐ
や
し
な
い
か
。
こ
れ
は
皆
虚
名
で

あ
る
（
萩
原
、
一
九
四
一
、一
一
二
頁
）。

と
呟
か
し
め
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
熱
狂
の
裏
面

に
は
、
抜
け
出
せ
な
い
窒
息
状
態
の
日
本
社
会
の
状
況
が
張
り
付

き
、
排
除
と
差
別
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
、
や
が
て
殺
戮
・
戦
争
へ

と
駆
り
立
て
て
い
く
。

　

先
の
『
邪
宗
門
』
に
登
場
す
る
「
ひ
の
も
と
救
霊
会
」
は

一
九
三
一
年
に
政
府
か
ら
不
敬
罪
な
ど
を
理
由
に
弾
圧
さ
れ
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
徹
底
的
な
罵
詈
讒
謗
を
浴
び
る
こ
と
と
な
る
が

（
一
九
三
五
年
の
大
本
教
の
第
二
次
大
本
事
件
が
モ
チ
ー
フ
）、
そ

の
教
団
内
で
の
「
再
建
会
議
」
の
場
面
で
は
、
豊
作
・
凶
作
飢
饉

に
よ
る
農
村
の
崩
壊
、
農
家
の
子
女
の
身
売
り
、
都
市
に
あ
ふ
れ

る
失
業
者
、
思
想
弾
圧
、
テ
ロ
と
い
っ
た
ほ
と
ん
ど
出
口
の
無
い

日
本
社
会
の
状
況
が
、
あ
る
幹
部
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
話
を
受
け
た
他
の
幹
部
は
次
の
よ
う
な
、
印
象
的
な
言
葉
を

口
に
す
る
。

救
霊
会
が
、
ま
だ
比
較
的
に
微
力
で
あ
る
た
め
、
社
会
不
安

に
お
の
の
く
民
衆
の
気
を
そ
ら
せ
、
他
人
の
禍
を
喜
ぶ
悪
魔

ご
こ
ろ
を
煽
る
、
そ
の
生
贄
に
選
ば
れ
た
の
だ
と
い
う
気
が

私
も
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
政
府
や
官
憲

の
言
い
な
り
に
な
る
新
聞
や
雑
誌
の
す
べ
て
が
、
こ
ん
な
に

興
味
本
位
な
煽
り
方
を
す
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
（
高
橋
、

二
〇
一
四
、七
三
頁
）。

政
府
の
弾
圧
は
い
ま
や
教
団
個
別
の
問
題
を
越
え
て
、人
心
の
「
悪

魔
ご
こ
ろ
」
を
誘
い
、
社
会
不
安
か
ら
気
を
そ
ら
せ
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
。
人
々
は
、
ま
る
で
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
の
よ
う

に
、「
他
人
の
禍
を
喜
」
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
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楽
し
い
こ
と
だ
、
大
海
の
お
も
て
を
嵐
が
ふ
き
ま
く
る
時

陸
地
に
た
っ
て
他
の
人
の
大
き
な
難
儀
を
眺
め
る
こ
と
は
。

人
の
苦
し
み
が
楽
し
い
悦
び
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、

わ
が
身
が
ど
ん
な
禍
を
免
れ
て
い
る
か
を
知
る
の
が
楽
し
い

の
だ
（
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
、
一
九
六
五
、三
一
三
頁
）。

こ
の
感
情
は
普
遍
的
で
あ
り
、
近
代
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
で
は
、
そ
れ
が
や
は
り
そ
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
近
代
と

は
、
何
な
の
か
。
何
が
そ
れ
ま
で
と
違
う
の
か
。「
悪
魔
ご
こ
ろ
」

の
生
ま
れ
る
原
因
が
違
う
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
武
器
に
よ
っ
て

人
を
大
量
に
殺
す
戦
争
を
も
引
き
起
こ
し
て
い
く
こ
と
が
違
う
の

か
。

　

ア
カ
デ
ミ
ア
の
世
界
で
、「
そ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
」
と
息
巻

い
て
い
た
僕
も
ま
た
今
、「
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
安
」
の
中
に
い
て
、

や
は
り
分
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
近
代
と
い
う
も
の
が
、
人
々
の

万
斛
の
苦
悶
に
満
ち
て
い
た
ど
す
黒
い
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
本
格
的
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
文
学
」
の
虚0

構
化
0

0

の
力
で
あ
っ
た
、
と
い
う
、
凡
百
の
感
慨
め
い
た
も
の
に
小

文
の
結
び
を
持
っ
て
く
る
ほ
か
な
い
ほ
ど
、
た
じ
ろ
い
で
も
い
る
。

そ
う
い
う
迷
い
を
洗
い
流
す
こ
と
だ
け
は
し
な
い
と
、
そ
の
こ
と

を
頼
り
に
し
な
が
ら
。
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