
1 失望の時代 

四
十
五 

失
望
の
時
代 

 

か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
な
ど
の
出
入
り
す
る
高
尚
な
サ
ロ
ン
が
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
大
部
分
の
サ
ロ
ン
は
そ
う
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
現
代
人
が

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
交
わ
さ
れ
た
会
話
の
質
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族
・

上
層
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
子
弟
が
、
相
応
の
教
育
を
受
け
て
広
い
教
養
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
現
在
こ

の
国
で
公
衆
の
目
に
す
る
サ
ロ
ン
は
、
ど
の
家
に
も
あ
る
箱
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
を
一
見
し
た
だ
け
で
、

か
つ
て
の
ど
の
サ
ロ
ン
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
も
及
ば
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
知
る
。
い
な
か
に
住
む
老
園
丁
は
、

出
席
し
た
く
な
る
談
話
の
場
が
ほ
か
に
ど
の
く
ら
い
あ
る
か
知
ら
な
い
。
し
か
し
あ
の
箱
に
は
、
各
種
の

権
力
に
あ
り
つ
い
た
人
間
た
ち
も
顔
を
出
し
て
発
言
す
る
の
で
、
あ
る
程
度
そ
の
水
準
を
推
し
量
る
こ
と

が
で
き
る
。
使
わ
れ
る
言
葉
は
共
通
し
て
い
て
、
関
心
も
考
え
方
も
箱
サ
ロ
ン
か
ら
大
き
く
乖
離
し
て
い

る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
一
国
の
首
相
が
そ
こ
で
使
わ
れ
る
言
葉
を
う
ま
く
飾
っ
て
語
れ
ば
、
虚
実
を
検

証
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
効
果
は
確
実
に
世
論
調
査
に
表
わ
れ
て
、
政
権
に
長

く
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
代
人
は
こ
こ
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
、
サ
ロ
ン
の
主
催
者

で
、
世
論
に
影
響
力
を
も
つ
一
つ
の
権
力
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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数
十
万
人
を
超
え
る
人
間
が
暮
ら
す
社
会
の
動
き
は
複
雑
で
、
権
力
に
近
い
者
も
含
め
て
個
人
が
社
会

を
変
え
る
こ
と
は
め
っ
た
に
で
き
な
い
か
ら
、
各
人
は
大
な
り
小
な
り
こ
う
い
う
状
況
に
掉
さ
し
て
暮
ら

さ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
ど
う
い
う
生
き
方
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
古
来
、
そ
れ
が
人
間
の
課
題
で
あ

っ
た
。
小
さ
な
サ
ロ
ン
を
出
た
社
会
で
自
由
に
思
想
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
に
も
、
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
な
ど
非
凡
な
人
た
ち
は
そ
の
才
能
を
発
揮
し
た
が
、
言
論
の
自
由
が
た
て
ま
え
の
現
代
、

大
き
な
社
会
全
体
が
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
装
い
を
帯
び
て
、
お
び
た
だ
し
い
発
言
が
世
間
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

こ
の
浮
動
の
陰
に
隠
さ
れ
て
、
価
値
あ
る
知
識
も
思
想
も
目
立
た
ず
広
ま
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
ほ
ど
だ
。

こ
の
状
況
の
中
で
、
凡
人
は
値
打
ち
の
あ
る
も
の
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
と
り
と
め
の
な
い

こ
と
を
考
え
て
い
る
が
、
今
日
の
こ
の
国
の
状
態
へ
の
不
安
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

  

現
代
社
会
の
表
層
の
底
に
は
大
き
な
危
機
が
潜
ん
で
い
る
。
い
や
、
そ
れ
は
隠
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

最
近
も
、
ド
イ
ツ
の
Ｗ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
と
い
う
人
が
、
四
十
年
来
の
危
機
と
そ
の
様
相
を
、
『
時
間
か

せ
ぎ
の
資
本
主
義
』
と
ふ
さ
わ
し
い
名
で
呼
ん
で
、
説
き
明
か
し
て
い
る
。
社
会
学
者
は
先
進
諸
国
の
危

機
を
経
済
か
ら
社
会
に
ま
で
つ
な
げ
て
考
え
る
。
現
代
の
金
融
資
本
主
義
経
済
は
、
直
面
し
て
い
る
困
難

を
も
利
潤
獲
得
に
利
用
し
、
民
主
主
義
社
会
を
巻
き
こ
ん
で
社
会
生
活
を
歪
め
つ
つ
あ
る
の
だ
、
と
。 

 

第
二
次
世
界
大
戦
の
悲
惨
の
あ
と
、
復
興
を
め
ざ
す
人
々
の
意
志
に
協
調
が
生
ま
れ
、
人
間
社
会
は
少
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し
ま
し
な
歩
み
方
を
し
た
。
戦
勝
国
も
敗
戦
国
も
先
進
諸
国
は
、
資
本
主
義
経
済
の
無
慈
悲
を
や
わ
ら
げ

て
、
大
な
り
小
な
り
福
祉
国
家
と
な
っ
た
。
増
加
す
る
人
口
へ
の
以
前
よ
り
も
多
い
分
配
な
ど
、
諸
条
件

が
う
ま
く
か
み
合
い
そ
の
歩
み
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
こ
ろ
、
循
環
す
る
好
条
件

が
尽
き
て
、
拡
大
成
長
は
終
わ
っ
た
。
以
来
、
資
本
は
利
潤
を
あ
げ
る
場
を
血
ま
な
こ
で
探
し
求
め
、
人
々

は
そ
の
し
わ
よ
せ
を
受
け
、
社
会
は
昔
の
資
本
蓄
積
時
代
に
似
た
状
態
へ
後
退
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
新
自

由
主
義
の
主
要
な
特
徴
を
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
「
貨
幣
で
時
間
を
買
っ
て
、
社
会
内
対
立
を
な
だ
め
な
が

ら
、
危
機
を
先
送
り
す
る
策
」
だ
と
言
う
。 

 

経
過
し
た
四
十
年
余
り
を
四
つ
の
フ
エ
ィ
ズ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
の
一
九
七
〇
年
代
は
、

輪
転
機
で
紙
幣
を
印
刷
し
て
、
生
産
性
を
上
回
る
賃
金
上
昇
の
容
認
。
そ
れ
は
、
財
政
規
律
の
た
が
を
外

し
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
容
認
す
る
こ
と
。
い
つ
ま
で
も
続
け
ら
れ
な
い
か
ら
、
次
の
八
〇
年
代
に
は
、

イ
ン
フ
レ
抑
止
策
。
低
賃
金
の
非
正
規
雇
用
の
拡
大
・
公
的
資
産
の
売
却
な
ど
、
新
自
由
主
義
の
本
格
的

始
動
。
そ
の
結
果
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
景
気
後
退
、
失
業
率
上
昇
。
そ
こ
で
、
税
収
不
足
を
穴
埋
め
し
、

社
会
保
障
費
の
急
激
な
縮
小
を
防
ぐ
た
め
に
、
国
債
の
発
行
。
し
か
し
、
国
の
借
金
の
増
大
に
は
限
度
が

あ
る
か
ら
、
九
〇
年
代
か
ら
は
、
社
会
保
障
費
の
削
減
な
ど
、
財
政
を
つ
く
ろ
う
方
向
へ
の
転
換
。
そ
れ

を
全
体
的
に
見
る
と
、
金
融
機
関
か
ら
の
ロ
ー
ン
で
家
計
に
債
務
を
負
担
さ
せ
て
、
国
家
債
務
の
増
加
を

防
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
バ
ブ
ル
が
発
生
し
、
結
局
二
十
一
世
紀
に
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
で
破
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綻
。
以
来
、
銀
行
危
機
・
国
家
の
債
務
危
機
・
マ
ク
ロ
経
済
危
機
の
三
つ
の
複
合
危
機
は
深
ま
る
ば
か
り

で
あ
る
。
現
在
進
行
中
の
第
四
フ
エ
ィ
ズ
で
、
せ
っ
せ
と
時
間
を
買
い
続
け
て
い
る
の
は
各
国
の
中
央
銀

行
。
中
央
銀
行
は
、
お
金
を
ゼ
ロ
金
利
で
市
場
に
供
給
し
、
国
債
を
購
入
し
、
株
を
購
入
し
て
い
る
。
だ

れ
に
も
分
か
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
カ
ン
フ
ル
剤
が
い
つ
ま
で
も
効
く
は
ず
は
な
い
。 

  

こ
う
指
摘
さ
れ
て
み
れ
ば
、
七
〇
年
代
か
ら
戦
後
の
成
果
を
失
い
つ
つ
な
さ
れ
て
い
る
政
策
は
み
な
、

錯
覚
を
与
え
る
マ
ジ
ッ
ク
だ
と
分
か
る
。
日
本
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
と
、
敗
戦
と
占
領
の
あ
と
に
形
成

さ
れ
た
社
会
は
、
今
、
資
本
制
経
済
の
行
き
づ
ま
り
と
道
行
き
を
と
も
に
し
て
、
危
機
に
直
面
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
社
会
学
者
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
な
も
の
は
時
代
の
中
で
営
ま

れ
、
時
代
と
と
も
に
発
展
し
、
そ
し
て
時
代
の
中
で
、
時
代
と
と
も
に
次
第
に
似
か
よ
っ
た
相
貌
を
呈
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
」
と
言
う
。
こ
れ
に
、
史
家
の
た
ど
り
つ
い
た
経
験
法
則
「
社
会
的
機
能
を
果
た

し
終
え
た
統
治
は
頽
廃
的
と
な
り
、
統
治
者
は
道
徳
的
に
腐
敗
す
る
。
そ
し
て
、
住
民
も
統
治
者
の
頽
廃

を
分
か
ち
持
つ
」
を
付
加
す
れ
ば
、
「
貨
幣
で
危
機
を
先
送
り
す
る
ご
ま
か
し
」
は
今
の
政
治
経
済
体
制

の
退
廃
を
実
証
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
国
で
箱
サ
ロ
ン
が
見
せ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
社
会
の

相
貌
な
の
だ
。 

 

四
十
年
来
、
す
べ
て
の
人
々
が
マ
ジ
ッ
ク
・
シ
ョ
ウ
を
目
に
し
て
、
深
層
心
理
に
大
き
な
影
響
を
受
け
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て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
意
識
の
底
に
堆
積
し
つ
つ
あ
る
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
「
幻
滅
」
と
い
う
表
現
で

は
言
い
足
り
な
い
の
で
、
「
失
望
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
箱
サ
ロ
ン
か
ら
目
を
背
け
る
者
は
、
今
日
を
「
失

望
の
時
代
」
と
観
る
。 

  

定
年
の
三
年
前
に
辞
表
を
提
出
し
て
失
望
す
る
時
代
に
暮
ら
す
老
人
の
思
索
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
に

向
か
っ
た
。
昔
か
ら
、
自
分
の
非
力
を
味
わ
い
、
醜
い
こ
と
の
多
い
世
に
望
み
を
か
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、

世
間
か
ら
退
い
て
暮
ら
す
人
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
現
代
社
会
で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、

と
。
そ
し
て
、
迷
妄
は
遠
く
陶
潜
に
飛
ん
だ
。
彼
の
時
代
も
現
代
の
よ
う
に
退
廃
に
失
望
す
る
時
代
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
、
敬
愛
す
る
人
は
そ
こ
で
何
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
失
望
の
時
代
を
も
う
少
し
知
り

た
い
と
思
い
、
老
園
丁
に
読
め
る
日
本
語
の
書
物
を
探
し
た
。
表
題
か
ら
し
て
一
番
望
み
を
か
な
え
そ
う

に
思
わ
れ
た
の
が
、
石
川
忠
久
著
『
陶
淵
明
と
そ
の
時
代
』
だ
っ
た
。
著
者
は
、
隠
逸
が
最
も
流
行
し
た

の
は
晋
の
時
代
だ
っ
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
の
隠
逸
は
、
あ
る
種
の
ポ
ー
ズ
で
、
一
定
の
名
誉
あ
る
地

位
を
占
め
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
陶
淵
明
の
隠
逸
も
例
外
で
は
な
い
と
す
る
。
わ
た
し
は
、
陶
潜
に

対
す
る
こ
の
見
方
に
同
意
で
き
な
い
。
こ
の
書
物
は
、
「
そ
の
時
代
」
に
つ
い
て
、
主
に
上
層
人
士
や
知

識
人
の
処
世
の
仕
方
を
記
す
だ
け
で
、
淵
明
の
思
想
に
踏
み
込
ま
ず
、
時
代
の
全
体
状
況
も
し
く
は
時
代

の
「
失
望
」
を
考
え
な
い
。
わ
た
し
の
思
索
は
道
を
失
っ
た
。 
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仕
方
が
な
い
か
ら
、
陶
潜
の
生
き
た
西
暦
四
〇
〇
年
前
後
の
歴
史
を
な
ぞ
っ
て
み
た
。
三
八
三
年
、
東

晋
が
、
淝
水
の
戦
い
で
異
民
族
の
北
朝
「
前
秦
」
の
侵
攻
を
撃
退
し
た
。
陶
潜
が
二
十
歳
前
の
こ
と
だ
。

青
年
は
、
南
朝
東
晋
の
成
立
期
に
大
司
馬
ま
で
進
ん
だ
曾
祖
父
を
誇
り
に
し
て
い
た
か
ら
、
自
国
の
勝
利

を
喜
ん
だ
だ
ろ
う
。
し
か
し
国
は
安
定
し
た
の
で
は
な
く
、
皇
帝
が
暗
殺
さ
れ
る
な
ど
世
は
不
穏
な
ま
ま
。

流
行
の
「
老
荘
思
想
」
よ
り
も
儒
学
に
親
し
ん
だ
人
は
、
ど
う
も
地
方
官
と
し
て
身
過
ぎ
し
た
ら
し
い
。

危
機
は
、
三
九
九
年
、
〝
五
斗
米
道
〟
の
秘
術
師
の
率
い
る
反
乱
を
き
っ
か
け
に
破
裂
し
た
。
国
家
の
危

急
に
志
願
し
た
の
か
陶
潜
は
東
の
軍
都
に
行
き
鎮
定
軍
の
幕
僚
と
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
性
に
合
わ
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
、
軍
で
手
柄
を
挙
げ
よ
う
と
し
た
形
跡
は
な
い
。
故
郷
に
帰
っ
て
、
今
度
は
西
の
中
心
都
市

江
陵
で
出
仕
し
た
も
の
の
、
休
暇
を
と
っ
た
り
し
て
出
世
に
精
出
し
た
風
で
も
な
い
。
四
〇
一
年
の
暮
れ

か
ら
は
、
母
の
喪
に
服
す
た
め
に
帰
郷
し
た
ま
ま
だ
っ
た
ら
し
い
。
三
九
九
年
以
来
、
反
乱
に
誘
発
さ
れ

て
、
国
中
で
兵
権
の
争
奪
戦
が
続
い
て
い
た
。
四
〇
三
年
、
二
年
前
ま
で
陶
潜
の
出
仕
し
た
江
陵
の
長
だ

っ
た
劉
玄(

西
の
軍
団
を
支
配
し
て
い
た)

が
皇
帝
の
位
を
奪
っ
た
ら
、
翌
年
、
そ
れ
を
倒
し
た
東
の
将
軍
劉

裕
が
東
晋
を
牛
耳
る
よ
う
に
な
る
。
四
〇
五
年
、
陶
潜
は
、
県
令(

日
本
の
郡
の
長
に
当
た
る)

に
な
っ
た
も

の
の
、
八
十
日
余
り
で
、
名
高
い
「
帰
去
来
兮
の
辞
」
を
書
い
て
園
田
に
帰
る
。
そ
の
田
舎
で
あ
の
人
は
、

四
二
〇
年
五
十
六
歳
の
時
、
劉
裕
が
晋
の
皇
帝
を
廃
し
て
新
王
朝
宋
を
建
て
る
の
を
見
、
さ
ら
に
七
年
、

宋
王
朝
の
支
配
す
る
国
で
生
涯
を
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。 
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や
は
り
、
失
望
の
時
代
で
あ
る
。
当
時
、
一
人
陶
淵
明
だ
け
が
失
望
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

自
己
の
非
力
と
生
を
享
け
た
時
代
に
対
す
る
失
望
を
心
の
底
で
受
け
と
め
た
陶
潜
は
、
そ
こ
か
ら
人
生
を

見
つ
め
て
あ
の
深
い
意
味
を
潜
め
た
詩
文
を
つ
く
り
え
た
。
蘇
東
坡
が
淵
明
の
詩
文
を
杜
甫
よ
り
も
豊
か

だ
と
し
た
こ
と
を
わ
た
し
は
是
と
し
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
陶
淵
明
を
評
価
し
た
人
た
ち
、
杜
甫
も
蘇
東

坡
も
魯
迅
も
そ
れ
ぞ
れ
失
望
の
時
代
を
生
き
た
こ
と
に
思
い
当
た
る
。 

  

視
点
を
引
い
て
歴
史
を
眺
め
れ
ば
、
西
暦
四
〇
〇
年
前
後
だ
け
が
乱
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
後
漢
の

体
制
が
緩
ん
で
、
危
機
が
一
八
〇
年
代
に
黄
巾
の
乱
と
し
て
破
裂
し
て
以
来
、
魏
晋
南
北
朝
の
四
〇
〇
年

余
り
、
平
和
な
時
代
が
長
く
続
い
た
こ
と
は
な
く
、
年
表
は
、
次
々
に
戦
い
が
起
き
、
兵
権
を
握
っ
た
者

が
順
に
帝
位
を
簒
奪
し
た
こ
と
を
記
す
。
老
人
は
そ
れ
ら
の
王
朝
名
全
部
を
暗
唱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
う
し
て
、
危
機
は
い
つ
の
時
代
に
も
潜
み
、
ど
の
時
代
も
な
ん
と
か
や
り
く
り
を
つ
け
な
が
ら
次
代
へ

移
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
知
る
。
ど
の
時
代
に
も
、
失
望
を
味
わ
っ
た
多
く
の
人
々
が
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が

失
望
を
条
件
づ
け
る
世
の
構
造
は
違
っ
て
い
た
。
農
地
を
所
有
す
る
大
小
の
貴
族
・
士
族
・
地
主
が
政
治

の
主
要
な
ア
ク
タ
ー
だ
っ
た
時
代
と
、
資
本
主
義
経
済
の
も
と
資
本
の
運
動
に
関
与
で
き
る
人
間
た
ち
と

選
挙
で
選
ば
れ
た
代
議
員
と
が
経
済
と
政
治
と
を
リ
ー
ド
す
る
時
代
と
は
異
な
る
。
失
望
の
様
相
は
違
う

の
で
あ
る
。
歴
史
を
読
ん
で
漠
然
と
判
る
こ
と
は
、
現
在
の
危
機
が
い
つ
か
な
ん
ら
か
の
形
で
爆
発
し
な
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け
れ
ば
、
こ
の
社
会
は
退
廃
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  
結
局
、
わ
た
し
は
最
初
の
問
い
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
今
日
自
分
の
無
力
と
世
に
失
望
す
る
者
は
、
危
機

の
破
裂
と
い
う
不
安
を
か
か
え
な
が
ら
、
現
代
の
問
題
を
見
つ
め
て
生
き
る
道
を
探
る
ほ
か
は
な
い
の
で

あ
る
。
生
き
る
こ
と
に
拙
い
者
に
で
き
る
こ
と
は
先
人
の
生
き
方
に
ヒ
ン
ト
を
探
し
模
索
す
る
こ
と
だ
け
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
文
の
表
題
を
考
え
た
と
き
絶
望
と
い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
ん
だ
け
れ
ど
も
そ
れ
を
採

用
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
陶
淵
明
・
杜
甫
・
蘇
東
坡
・
魯
迅
た
ち
、
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ル
ソ
ー

は
、
人
生
に
絶
望
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

も
う
一
度
、
『
陶
淵
明
全
集
』
を
読
ん
で
み
よ
う
。 

   
 

 

五
月
の
朝
刊
の
コ
ラ
ム
「
折
々
の
こ
と
ば
」
に
、
異
な
る
文
脈
の
文
中
に
あ
る
の
だ
が
、
魯
迅
の
次
の
よ
う 

 
 

 

な
言
葉
が
引
い
て
あ
っ
た
。
「
希
望
と
は
本
来
あ
る
と
も
言
え
な
い
し
、
な
い
と
も
言
え
な
い
」
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
六
年
、
九
月 

 


