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●
時
代
の
崩
れ

物
質
偏
重
、
利
己
第
一
と
い
う
流
れ
に
日
本
は
屈
服
従
属
し
、
卑
屈
怠
慢
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
よ
う
だ
。
こ
れ
が
日
本
と
い
う
国
の
進
む
道
な
の
だ
ろ
う
か
。
強
く
優
し
く
責
任
感
の
あ
る
日
本

人
と
し
て
世
界
へ
貢
献
す
る
と
い
う
本
然
の
道
に
戻
る
た
め
の
自
覚
奮
発
が
急
務
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
己
自
ら
目
覚
め
、
暁
鐘
を
つ
き
、
自
ら
を
光
ら
せ
て
周
囲
を
照
ら
す
と
い
う
大
任
を
負
う
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
分
を
は
じ
め
と
し
て
、
な
ぜ
人
は
堕
落
し
、
時
代
は
崩
れ
る
の
か･･･

。

そ
れ
は
、
生
活
を
｢楽
し
む
」
こ
と
ば
か
り
に
価
値
を
置
き
、
国
の
為
、
世
の
為
に
刻
苦
奮
励
す
る

気
概
が
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
容
貌
が
美
し
く
、
人
柄
が
優
し
く
、
歌
や
楽
器
や
ダ
ン
ス
が
上
手
か
っ
た
り
、
ス
ポ
ー

ツ
が
得
意
だ
っ
た
り
、
金
儲
け
が
上
手
か
っ
た
り
…
、
そ
れ
を
理
想
の
人
物
と
し
て
憧
れ
の
対
象
と

し
た
と
す
る
。
も
し
女
性
が
こ
う
い
う
人
に
憧
れ
、
男
性
が
こ
れ
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
紀
綱
(国

を
治
め
る
上
で
の
大
小
の
規
律
)を
張
っ
た
り
、
国
防
や
治
安
を
維
持
し
た
り
、
進
ん
で
国
力
を
増
す

よ
う
に
力
を
尽
く
し
、
国
民
生
活
全
体
の
向
上
を
図
る
と
い
う
事
は
、
い
っ
た
い
誰
が
や
る
と
い
う

の
だ
？
結
局
、
｢男
ら
し
い
男
が
い
な
い
」
｢彼
氏
や
旦
那
を
漢
に
す
る
女
が
い
な
い
」
｢自
分
達
の
こ

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
男
女
ば
か
り
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
。

社
会
が
崩
れ
る
の
は
、
国
を
憂
い
、
道
を
守
り
、
邪
悪
を
排
除
し
て
、
風
紀
を
正
し
、
真
っ
当
な

造
化
に
向
か
お
う
と
す
る
人
物
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
を
忘
れ
、
国
家
を
軽
ん
じ
て
、
自
分

中
心
に
物
事
を
小
さ
く
考
え
、
自
分
だ
け
楽
し
く
あ
れ
ば
良
い
と
す
る
風
潮
は
、
国
家
を
何
処
へ
向

か
わ
せ
る
の
か
。
そ
れ
は
滅
亡
へ
の
道
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
が
物
語
っ
て
い
る
。

●
精
神
の
復
活

滅
亡
へ
の
道
か
ら
、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
取
り
戻
し
て
世
界
へ
貢
献
し
、
次
世
代
へ
日
本
人
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と
し
て
の
高
き
精
神
文
化
を
渡
し
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
嘘
は
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
日
本
精
神
を
甦
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
精
神
文
化
の
一
つ
の
象
徴
と
し
て

「
武
士
道
精
神
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

武
士
道
精
神
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
れ
は
、
物
欲
に
囚
わ
れ
る
こ
と
を
卑
し
み
、
生
命
の
健

や
か
な
躍
動
を
希
求
す
る
こ
と
。
己
の
生
活
に
お
い
て
は
、
分
を
弁
え
て
足
を
知
り
、
外
に
は
仁
義

礼
智
信
の
徳
を
、
万
物
を
生
成
化
育
し
て
い
く
仁
に
帰
着
さ
せ
、
「
仁
を
為
す
」
こ
と
に
責
任
を
持

た
せ
る
た
め
に
、
こ
れ
を
「
忠
義
を
果
た
す
」
と
い
う
態
度
に
日
本
精
神
を
集
約
さ
せ
た
。

換
言
す
れ
ば
、

・
忠
義
を
全
う
す
る
こ
と
に
勇
敢
で
あ
り
、

・
他
者
に
は
礼
節
と
思
い
や
り
を
持
ち
、

・
物
事
に
処
す
る
に
は
己
の
名
誉
を
重
ん
じ
て
誠
を
尽
く
す

こ
れ
ら
を
重
ん
じ
る
精
神
で
あ
る
。

●
宇
宙
生
命
の
は
た
ら
き･･･

陰
陽
相
対
(待
)性
の
原
理

物
事
は
分
化
し
て
い
く
こ
と
で
発
展
し
て
い
く
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
統
一
調
和
含
蓄
と
い
う
も

の
を
忘
れ
て
分
化
末
梢
に
拘
る
と
、
生
命
力
が
末
梢
化
し
て
生
命
が
維
持
で
き
な
い
。
こ
れ
を
人
間

に
推
せ
ば
、
一
番
大
事
な
も
の
は
統
一
的
性
命
で
あ
り
、
肉
体
に
お
い
て
は
元
気
・
活
力
で
あ
り
、

精
神
に
お
い
て
は
気
根
・
精
進
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
想
に
向
か
っ
て
真
摯
に
努
力
し
て
い
く
こ
と

が
最
も
大
切
と
な
る
。
こ
れ
が
盛
ん
な
時
は
、
ど
の
よ
う
な
艱
難
辛
苦
に
直
面
し
て
も
大
し
た
こ
と

は
な
い
が
、
気
根
・
精
進
が
足
り
な
か
っ
た
り
理
想
を
忘
れ
た
り
す
る
と
、
生
活
の
細
事
に
わ
た
っ

て
い
ち
い
ち
悩
み
を
深
く
す
る
こ
と
に
な
り
、
精
神
が
弱
っ
て
分
裂
し
が
ち
に
な
る
。

こ
れ
を
民
族
・
国
家
に
推
し
て
考
え
て
も
同
様
で
あ
る
。
民
族
全
体
を
通
じ
て
共
通
し
た
理
想
や

目
標
が
あ
る
時
は
、
そ
の
民
族
生
活
に
欠
陥
や
弊
害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
知
命
的
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
理
想
が
な
く
な
っ
て
、
国
家
の
進
む
べ
き
方
向
が
曖
昧
に
な
る
と
、
民
族
の
活
力
が
失
わ

れ
、
そ
の
堕
落
は
目
も
当
て
ら
れ
な
く
な
る
。
目
標
が
な
く
な
れ
ば
、
緊
張
か
ら
弛
緩
へ
移
り
、
皆

が
好
き
放
題
バ
ラ
バ
ラ
に
短
期
的
快
楽
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
自
由
と
か
個

人
主
義
等
、
も
っ
と
も
ら
し
い
言
葉
で
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。

論
語
は
「
君
子
は
其
の
本
を
務
む
。
本
立
ち
て
道
生
ず
」
と
説
く
。
枝
葉
や
花
実
は
根
本
に
よ
っ

て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
根
本
が
豊
か
で
健
や
か
で
あ
れ
ば
、
枝
葉
や
花
実
と
い
う
派
生
的
な
も
の

は
瑞
々
し
く
栄
え
る
。
こ
の
場
合
、
枝
葉
や
花
実
は
根
幹
か
ら
の
分
裂
で
は
な
く
分
化
で
あ
る
。
つ

ま
り
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
在
が
発
現
し
分
化
し
て
、
枝
葉
・
花
実
と
伸
び
て
い
く
の
が
「
陽
」
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
こ

の
分
化
を
そ
の
ま
ま
に
統
一
含
蓄
し
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
が
「
陰
」
で
あ
る
。
実
在
と
は
、
陰
陽

相
対
(待
)性
の
原
理
に
よ
っ
て
成
立
活
動
し
て
い
る
。
親
子
、
兄
弟
、
夫
婦
、
友
達
と
い
う
よ
う
に
、

陽
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
分
化
し
た
も
の
を
、
仁
愛
と
い
う
感
情
で
内
面
的
に
統
一
し
て
い
く
こ
と

で
人
生
の
創
造
は
促
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
情
に
溺
れ
、
愛
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う

に
、
「
陰
」
に
偏
重
し
て
し
ま
う
と
、
各
個
人
の
明
確
な
自
覚
努
力
と
い
う
も
の
が
不
足
し
て
、
造
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化
の
根
本
で
あ
る
成
長
・
発
展
と
い
う
こ
と
を
阻
害
す
る
。
こ
の
陰
と
陽
が
兼
ね
備
わ
っ
て
は
じ
め

て
溌
剌
と
し
て
そ
の
生
命
を
躍
動
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
造
化
の
本
質
で
あ
る
陰
陽

相
対
(待
)性
の
原
理
で
あ
る
。

●
武
士
道
精
神
と
そ
の
要
素

こ
の
、
万
物
を
生
成
化
育
し
て
い
く
造
化
の
は
た
ら
き
（
道
）
を
、
日
本
人
の
行
動
に
推
し
た
も

の
の
一
つ
の
典
型
が
「
武
士
道
」
で
あ
り
、
造
化
の
原
理
（
陰
陽
相
対
(待
)性
の
原
理
）
を
日
本
人

の
精
神
に
推
し
た
も
の
が
「
武
士
道
精
神
」
で
あ
る
。

中
国
の
古
典
で
あ
る
「
春
秋
左
氏
伝
」
に
「
武
」
を
説
明
す
る
こ
ん
な
話
が
載
っ
て
い
る
。
楚
(そ
)

の
荘
王
が
晋
と
の
戦
い
に
勝
っ
た
と
き
の
こ
と
。
家
臣
が
「
晋
軍
の
死
骸
を
集
め
て
、
戦
勝
記
念
の

築
山
を
築
い
て
は
ど
う
か
」
と
進
言
し
た
。
す
る
と
荘
王
は
「
武
は
戈
を
止
め
る
と
い
う
意
味
だ
。

武
と
は
暴
を
禁
じ
、
戦
を
止
め
、
民
を
安
ん
じ
、
衆
を
和
し
、
財
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
も
の
。
し

か
し
、
多
く
の
犠
牲
を
出
し
た
私
に
は
そ
の
資
格
が
な
い
」
と
答
え
た
。

こ
こ
で
は
、
「
武
」
と
は
「
戈
（
戦
い
）
を
止
め
る
こ
と
」
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
西
暦
百
年
に

で
き
た
｢説
文
解
字
」
に
も
こ
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
十
九
世
紀
末
に
、
甲
骨
文
や
金
文
が
発
見

さ
れ
研
究
が
進
む
と
、
「
止
」
が
「
左
足
の
足
跡
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
｢と
ま
る
、
と
め
る
、

と
ど
ま
る
」
と
い
う
意
味
の
他
に
、
｢行
進
す
る
、
進
む
、
到
達
す
る
、
至
る
｣と
い
う
意
味
も
持
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
「
武
」
は
｢戈
を
持
っ
て
進
む
、
攻
め
る
、
戦
う
｣と
い
う
意
味

も
出
て
き
た
。

二
十
一
世
紀
の
今
日
、
「
武
」
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。

陰
陽
相
対
(待
)と
い
う
造
化
の
根
本
原
理
か
ら
考
え
る
と
、
相
対
す
る
力
(戈
)を
止
揚
(対
立
矛
盾

す
る
諸
要
素
を
発
展
的
に
統
一
調
和
）
し
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
、
陰
陽
相
対
(待
)性
の
原
理
に
則

っ
て
、
自
分
や
社
会
を
前
に
進
め
て
い
く
力
で
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

「
武
」
と
は
、
造
化
の
働
き
(万
物
生
成
化
育
)を
体
現
す
る
た
め
の
力
で
あ
り
、
「
武
道
」
と
は
、

そ
の
力
を
人
生
や
社
会
を
前
に
進
め
成
長
さ
せ
て
い
く
た
め
に
使
う
道
で
あ
る
。
従
っ
て
、
武
道
に

志
す
こ
と
で
自
己
を
鍛
錬
陶
冶
し
、
社
会
に
位
育
参
賛
し
て
世
の
中
を
明
る
く
健
や
か
に
豊
か
に
し

て
い
く
こ
と
が
武
道
の
理
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
や
社
会
を
実
現
さ
せ
て
い
く
勇

猛
果
敢
な
人
間
を
涵
養
す
る
道
と
精
神
が
｢武
士
道
」
で
あ
り
「
武
士
道
精
神
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
間
を
し
て
｢自
・
分
｣を
自
覚
さ
せ
、
情
欲
の
奴
隷
と
し
て
で
は
な
く
、
道
義
の
主
体
と

し
て
人
格
的
創
造
活
動
(己
の
立
場
で
造
化
の
道
を
体
現
し
て
い
く
活
動
)の
中
で
生
き
る
人
間
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仁
に
根
差
し
、
各
々
が
そ
の
個
性
特
質
を
鍛
錬
陶
冶
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
し
、
自
己
実
現
と
同
時
に
自
他
共
栄
に
資
す
る
無
限
の
努
力
を
行
い
得
る
人
を
い
う
。
そ

し
て
、
も
し
個
々
人
の
欲
求
(私
欲
)と
全
体
欲
求
(道
義
)と
が
ぶ
つ
か
り
合
う
場
合
に
お
い
て
は
、

全
体
欲
求
(道
義
)を
優
先
で
き
る
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
所
謂
｢武
士
｣の
徳
性
を
改
め
て
考
え
て
み
る
。
そ
れ
は
、
造
化
の
は
た

ら
き
の
根
本
に
あ
る
｢陰
陽
相
対
(待
)性
の
原
理
」
か
ら
推
し
て
、
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

①
物
事
を
発
現
さ
せ
る
に
は
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
必
要
な
も
の
は
、
所
謂
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「
元
気
」
、
気
力
と
骨
力
で
あ
る
。
力
の
感
じ
、
性
命
力
、
生
命
の
健
や
か
さ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
創
造
の
力
で
あ
り
、
矛
盾
苦
悩
に
耐
え
る
力
が
必
要
で
あ
る
。
力
が
弱
け
れ
ば
そ
の
活
動

や
表
現
は
定
ま
る
(止
す
る
)と
こ
ろ
が
な
く
、
ど
こ
か
散
漫
、
分
裂
で
あ
る
。

し
か
し
、
力
強
さ
が
前
面
に
出
過
ぎ
て
は
粗
野
に
な
り
、
観
る
べ
く
と
こ
ろ
が
無
く
な
る
。

そ
こ
で
、
表
面
上
は
そ
こ
に
節
度
を
持
ち
、
足
る
を
知
る
、
分
を
知
る
、
節
度
や
克
己
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
の
為
に
は
心
が
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
志
や
理
想
が
明
確
で
あ
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
「
一
」
に
止
ま
り
、
「
一
」
を
貫
く
。
一
道
を
貫
く
た
め
に
、
あ
る
時
は
堅
く
(忍

耐
力
)、
あ
る
時
は
柔
ら
か
く
(柔
軟
性
)応
じ
て
い
く
。
造
化
を
顕
現
さ
せ
る
「
元
気
」
を
養
っ
て
こ

そ
、
他
者
と
様
々
に
繋
が
り
和
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
我
々
の
人
生
を
絶
え
ざ
る
造
化
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
勇
」
の
徳
で
あ
る
。

②
元
気
（
気
力
・
骨
力
）
は
、
物
事
を
発
現
分
化
し
て
い
く
「
陽
」
の
力
だ
が
、
今
ま
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
統
一
含
蓄
す
る
「
陰
」
の
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
「
蘊
藉
(う
ん

し
ゃ
)」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
「
含
み
、
潤
い
、
落
ち
着
き
、
包
容
」
等
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
創
造

的
な
も
の
程
、
よ
く
内
に
養
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
己
の
胸
底
に
悠
々
た
る
安
立
と
、
寂
然
た
る
諦
観

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
天
地
人
生
を
自
在
に
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
仁
」
の
徳
で

あ
る
。

③
勇
と
仁
の
徳
を
適
切
に
顕
現
さ
せ
て
い
く
に
は
、
様
々
な
鍛
錬
陶
冶
と
経
験
に
よ
っ
て
会
得
し

た
造
詣
（
専
門
技
術
・
専
門
知
識
）
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
深
趣
」
と
い
う
。
こ
れ
は
「
奥
深

さ
」
で
あ
る
。
蘊
藉
（
仁
）
は
深
さ
（
智
）
と
相
待
ち
、
元
気
（
勇
）
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
。
こ

れ
は
「
智
」
の
徳
で
あ
る
。

元
気
、
蘊
藉
、
深
趣
。
つ
ま
り
、
智
仁
勇
の
徳
を
兼
ね
備
え
た
人
物
で
あ
っ
て
初
め
て
、
武
士
道

精
神
を
体
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
花
は
桜
木

人
は
武
士･･･

一
休
宗
純
禅
師
の
言
葉
に
「
花
は
櫻
木

人
は
武
士

柱
は
檜

魚
は
鯛

小
袖
は
も
み
じ

花
は
み
よ

し
の
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
花
だ
っ
た
ら
こ
れ
、
人
だ
っ
た
ら
こ
れ･･･

、
と
最
上
だ
と
思
う
も
の

を
挙
げ
て
い
っ
た
。
な
ぜ
｢花
は
櫻
木
」
な
の
か
？
櫻
（
桜
）
と
薔
薇
を
比
較
す
る
と
そ
の
特
徴
が
際

立
つ
。
桜
は
色
も
匂
い
も
淡
く
、
ト
ゲ
も
持
た
な
い
。
そ
し
て
、
い
つ
ま
で
も
咲
く
こ
と
に
囚
わ
れ

ず
、
散
り
際
が
潔
い
。
こ
の
よ
う
な
桜
の
性
質
を
美
し
い
と
感
じ
る
心
が
日
本
人
に
は
あ
る
の
だ
。

そ
し
て
「
人
は
武
士
」
と
続
く･･･

。
あ
な
た
の
心
に
も
武
士
道
精
神
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
理
想
を

忘
れ
た
り
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
智
仁
勇
を
推
し
て
こ
う
考
え
て
い
る
。

勇
を
以
て
義
を
為
し
、
仁
を
以
て
礼
を
為
す
。

敬
を
以
て
孝
を
為
し
、
誠
を
以
て
忠
を
為
す
。

智
を
以
て
功
を
成
し
、
信
を
以
て
道
を
成
す
。

今
月
も
健
康
と
健
闘
を
。


