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序
章

研
究
の
目
的
・
意
義
・
方
法

本
研
究
は
、
戦
前
に
発
行
さ
れ
た
教
科
書
の
編
纂
状
況
や
収
録
さ
れ
た
古
典
作
品
の

状
況
な
ど
、
そ
の
全
貌
を
と
ら
え
な
が
ら
、
戦
前
に
お
け
る
古
典
教
育
の
状
況
や
そ
の

変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
教
科
書
に
は
緒

言
や
凡
例
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
見
て
い
く
こ
と
で
、

個
々
の
教
科
書
、
も
し
く
は
古
典
教
育
そ
の
も
の
に
教
科
書
編
纂
者
が
何
を
求
め
た
の

か
、
具
体
的
に
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
の
古
典
教
育
に
つ
い
て
多
角
的
に

考
察
す
る
た
め
に
は

古
典
教
育
に
携
わ
っ
た
人
々
の
言
説
も
重
要
で
あ
る
た
め

国

、

、『

学
院
雑
誌
』
や
『
国
語
教
育
』
な
ど
、
当
時
刊
行
さ
れ
た
国
文
学
や
国
語
教
育
に
関
す

る
雑
誌
記
事
か
ら
、
戦
前
に
お
け
る
古
典
教
育
の
状
況
に
つ
い
て
も
迫
っ
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
藤
村
作
な
ど
国
文
学
者
が
中
等
教
育
に
お
け
る
古
典
教
育
に
ど
の
よ
う
な
理

想
を
追
い
求
め
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
戦
前
に
お
け
る
古
典
教
育
の

意
義
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

近
代
に
お
け
る
古
典
文
学
の
享
受
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
学
校
で
の
古
典
教
育
の
あ

り
方
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
研
究
は
国
語
教
育
史
の
発
展
に
寄
与
す
る
の

み
な
ら
ず
、
国
文
学
の
享
受
史
と
い
っ
た
点
か
ら
も
意
味
を
も
つ
研
究
で
あ
る
。
そ
し

て
、
本
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
は
、
現
在
の
古
典
教
育
の
あ
り
方
や
そ
の
意
義

に
つ
い
て
考
察
す
る
際
の
歴
史
的
、
学
術
的
視
座
を
与
え
る
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
章

雑
誌
記
事
か
ら
見
る
明
治
期
の
古
典
教
育

明
治
初
期
に
お
け
る
古
典
教
科
書
の
さ
き
が
け
と
し
て
『
本
朝
文
範

『
和
文
読
本
』

』

と
い
っ
た
教
科
書
が
発
行
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
教
科
書
は
文
範
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
明
治
三
四
年
に
制
定
さ
れ
た
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
前
後
か
ら
古

典
教
育
の
目
的
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
で
は
、
講

。

読
の
内
容
が
近
古
文
ま
で
と
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
上
、
講
読
か
ら
除
外
さ
れ
た

中
古
文
や
上
古
文
は
、
新
た
に
学
科
目
と
し
て
設
定
さ
れ
た
国
文
学
史
で
教
授
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
教
科
書
に
収
録
さ
れ
る
現
代
文
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
、

文
範
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
古
典
教
育
の
役
割
は
、
徐
々
に
国
民
常
識
を
教

授
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
高
等
学
校
な
ど
上
級
学
校
へ
の
入
学
試

験
で
は
古
典
が
多
く
出
題
さ
れ
る
た
め
、
上
級
学
校
へ
進
学
を
希
望
す
る
生
徒
に
と
っ

て
古
典
を
学
ば
な
い
と
い
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た
。
近
代
に
お
け
る
古
典
教
育
の
始
ま

り
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

雑
誌
記
事
か
ら
見
る
大
正
期
の
古
典
教
育

明
治
期

「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
や
「
中
学
校
教
授
要
目
」
と
い
っ
た
法
令
が
整
備

、

さ
れ
、
徐
々
に
国
語
の
教
科
内
容
や
そ
れ
に
準
じ
た
教
科
書
の
編
纂
方
法
が
確
立
し
て

い
っ
た
が
、
大
正
期
は
教
科
内
容
に
直
接
関
係
し
て
く
る
法
令
の
改
正
は
な
く
、
法
令

を
見
る
だ
け
で
は
古
典
教
育
に
つ
い
て
何
も
進
展
が
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
、
例
え
ば
学
科
目
と
し
て
廃
止
さ
れ
た
国
文
学
史
は
講
読
の
教
科
書
に
そ
の
内
容
が

、

。

見
え

講
読
の
授
業
の
中
で
国
文
学
史
が
取
り
扱
わ
れ
る
と
い
っ
た
状
況
が
見
ら
れ
る

法
令
の
上
で
は
昭
和
六
年
の
「
中
学
校
教
授
要
目
」
改
正
で
、
突
如
国
文
学
史
が
教
育

内
容
と
し
て
復
活
し
た
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
が
、
実
際
は
明
治
、
大
正
と
国
文
学
史

教
育
は
脈
々
と
続
い
て
お
り
、
大
正
期
は
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
古
典
教
育
の
基
礎
が

作
ら
れ
た
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ま
た
、
大
正
期
の
古
典
教
育
は
そ
の
目
的
と
し
て
、
国
民
精
神
の
涵
養
と
い
う
点
を

明
確
に
示
し
て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
や
関
東
大
震
災
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と
い
っ
た
社
会
的
な
出
来
事
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
大
正
期
、
国
語
教
育
の

中
心
で
あ
っ
た
現
代
文
教
育
へ
の
反
動
と
い
っ
た
形
で
古
典
教
育
が
促
進
さ
れ
て
い
く

点
に
つ
い
て
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
正
末

「
師
範
学
校
教
授
要
目
」
が
改
正

、

さ
れ
、
師
範
学
校
で
は
中
古
文
や
上
古
文
が
何
の
制
限
も
な
く
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
こ
う
し
た
流
れ
が
昭
和
戦
前
期
の
古
典
教
育
の
状
況
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。

第
三
章

雑
誌
記
事
か
ら
見
る
昭
和
戦
前
期
の
古
典
教
育

昭
和
戦
前
期
は
、
時
局
の
「
役
に
立
つ
」
古
典
教
育
を
具
現
化
し
て
い
っ
た
時
期
と

な
る
。
昭
和
戦
前
期
、
大
正
期
ま
で
は
教
育
的
配
慮
に
よ
っ
て
主
に
国
文
学
史
の
一
部

で
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
源
氏
物
語
』
が
小
学
校
の
第
四
期
国
定
教
科
書
『
小

』（
「

」）

。

、

学
国
語
読
本

サ
ク
ラ
読
本

に
収
録
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
る

し
か
し

「
サ
ク
ラ
読
本
」
に
収
録
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
は
改
作
と
も
い
え
る
よ
う
な
内
容
で

あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
古
典
教
育
の
根
本
に
あ
っ
た
原
文
主
義
を
無
視
し
た
、
作

品
と
教
材
と
を
明
確
に
区
分
し
た
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。

ま
た

『
源
氏
物
語
』
と
同
様
に
『
万
葉
集
』
も
時
局
に
「
役
に
立
つ
」
古
典
と
し
て

、

教
材
化
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
中
等
学
校
の
国
定
教
科
書
と
し
て
発
行
さ

「

」

『

』

、

れ
た

中
等
国
文

の
各
巻
の
巻
頭
に
は

万
葉
集

の
代
表
歌
が
収
録
さ
れ
て
お
り

国
民
精
神
を
象
徴
す
る
教
材
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
大
衆
に
と
っ
て

み
れ
ば

『
万
葉
集
』
を
読
む
こ
と
自
体
が
目
的
に
な
る
こ
と
は
な
く

『
万
葉
集
』
が

、

、

示
す
そ
の
精
神
の
要
点
さ
え
理
解
し
て
お
け
ば
、
実
生
活
の
「
役
に
立
つ
」
古
典
の
理

解
は
十
分
で
あ
っ
た
。
国
語
教
育
者
や
国
文
学
者
が
考
え
る
古
典
教
育
の
目
的
と
は
、

本
質
的
な
部
分
で
国
民
精
神
が
涵
養
さ
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
戦
前
に
お
け
る
「
役

に
立
つ
」
古
典
の
行
き
着
く
先
は
上
辺
だ
け
の
古
典
理
解
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章

明
治
期
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育

明
治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則

、
明
治
三
五
年
「
中
学
校
教
授
要
目
」
か
ら

」

法
令
に
示
さ
れ
た
国
文
学
史
に
着
目
し
、
ど
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
か
ら
国
文
学
史
が
中

学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
た
。
国
文
学
史
教
育
の
初
期
の
目
的
と
し
て
は
文
体
の
変
遷
を
学
ぶ
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
明
治
三
四
・
三
五
年
を
起
点
に
国
文
学
史
が
徐
々
に
国
民
精
神

・
国
民
思
想
の
変
遷
を
学
ぶ
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
状
況
が
あ
る
。
学
科
目
と
し

て
の
国
文
学
史
は
、
師
範
学
校
で
は
明
治
四
〇
年
「
師
範
学
校
規
程
」
か
ら
、
中
学
校

で
は
明
治
四
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則

「
中
学
校
教
授
要
目
」
改
正
に
よ
っ
て
、

」

法
令
か
ら
消
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
上
古
文
や
中
古
文
の
教
授
は
国
民
思
想
の

変
遷
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
国
文
学
史
が
法
令
か
ら
消
え
た
と
い

っ
て
も
、
そ
の
教
育
的
意
義
は
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
中
等
教
育
に
お
け
る
国
文
学

史
教
育
は
大
正
一
四
年
「
師
範
学
校
教
授
要
目
」
改
正
、
昭
和
六
年
「
中
学
校
教
授
要

目
」
改
正
に
よ
っ
て
再
び
法
令
に
そ
の
名
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
が
、
国
文
学
史
教
育

は
大
正
期
も
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
五
章

大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
国
文
学
史
教
育

大
正
期
、
現
代
文
教
育
が
推
進
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
古
典
教
育
は
そ
の
勢
い
を
失

っ
て
い
く
。
明
治
末
、
法
令
の
上
で
は
教
授
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
国
文
学
史
の
内

容
は
、
大
正
期
、
講
読
の
教
科
書
に
そ
の
内
容
が
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
大
正
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
中
等
国
語
読
本
』
で
は
「
上
級
の
国
語
」
は
古
典

、

『

』

中
心
で
あ
る
べ
き
と
主
張
さ
れ
て
い
た
が

大
正
七
年
に
発
行
さ
れ
た

現
代
文
読
本
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で
は
そ
う
し
た
傾
向
が
徐
々
に
崩
れ
始
め
、
上
級
学
年
も
現
代
文
を
主
と
し
た
教
育
内

容
に
転
化
し
て
い
く
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
古
典
教

材
は
そ
の
収
録
数
を
減
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
作
品
が
教
材
と

し
て
相
応
し
い
の
か
、
収
録
さ
れ
る
べ
き
作
品
や
章
段
を
固
定
化
し
て
い
く
動
き
が
生

じ
た
。
ま
た
、
明
治
期
と
昭
和
戦
前
期
と
で
国
文
学
史
教
科
書
に
収
録
さ
れ
た
作
品
や

文
例
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
多
く
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
講
読
や
国
文
学
史
に

見
ら
れ
る
固
定
化
し
た
古
典
教
材
の
内
容
が
、
結
果
と
し
て
国
民
常
識
と
呼
べ
る
も
の

と
な
り
、
人
々
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
六
章

明
治
後
半
か
ら
大
正
初
期
に
お
け
る
中
古
文
教
材

―
教
科
書
の
収
録
状
況
を
中
心
に
―

明
治
三
四
年
「
中
学
校
令
施
行
規
則

、
明
治
三
五
年
「
中
学
校
教
授
要
目
」
で
中

」

古
文
は
指
導
内
容
か
ら
削
除
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
教
科
書
を
見
て
み

る
と
、
多
く
の
中
古
文
教
材
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
令
上
、
中
学
校

の
教
育
内
容
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
さ
れ
た
中
古
文
で
あ
る
が
、
検
定
は
あ
く
ま

、

、

で
一
つ
の
規
準
を
示
し
た
に
過
ぎ
ず

検
定
意
見
に
従
わ
な
く
と
も
教
科
書
を
編
纂
し

平
易
な
中
古
文
と
し
て
認
知
さ
れ
て

発
行
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

い
た
『
今
昔
物
語
』
や
『
大
鏡
』
は
、
明
治
三
七
年
頃
か
ら
講
読
の
教
科
書
に
収
録
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
当
時
の
中
古
文
教
材
を
見
る
と
、
修
身
的
な
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
徳
性
の

涵
養
と
い
う
面
で
教
育
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
中
古
文
を
理
解
す
る
こ
と

は
上
級
学
校
へ
進
学
す
る
た
め
に
は
必
須
の
事
項
で
あ
っ
た
。
入
試
で
中
古
文
や
そ
れ

に
関
連
し
た
知
識
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
学
校
で
中
古
文
を
教
授
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
中
古
文
は
教
科
書
に
収
録
さ
れ
続
け
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

第
七
章

「
説
話
文
学
」
教
材
の
変
遷
―
教
材
と
し
て
の
原
点
と
そ
の
展
開
―

今
日
「
説
話
文
学
」
と
し
て
区
分
さ
れ
て
い
る
『
今
昔
物
語
』
や
『
十
訓
抄
』
と
い

っ
た
作
品
は
、
中
等
教
育
用
に
編
纂
さ
れ
た
国
文
学
史
の
教
科
書
の
内
容
か
ら
、
明
治

期
、
史
料
や
修
身
書
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
た
さ
れ
、
教
授
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
扱
い
は
大
正
期
も
同
様
で
あ
る
。
国
文
学
史
の
教
科
書
に
「
説
話
文
学
」
の
名
称

が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
八
年
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

『

』

、

「

」
、

中
古
文
と
し
て
扱
わ
れ
る

今
昔
物
語

は

明
治
三
四
年

中
学
校
令
施
行
規
則

明
治
三
五
年
「
中
学
校
教
授
要
目
」
に
基
づ
い
て
、
講
読
の
教
科
書
に
収
録
で
き
な
い

作
品
と
な
っ
た
が
、
明
治
三
七
年
を
境
に
『
今
昔
物
語
』
は
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
期
に
『
大
鏡
』
も
教
科
書
に
収
録
さ
れ
る
状
況
が
見
ら
れ
る

が
、
国
文
学
史
の
上
で
は
ど
ち
ら
も
「
雑
史
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
扱
わ
れ
る
。
そ
の

た
め
『
大
鏡
』
や
『
今
昔
物
語
』
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
の
庶
民
か

ら
貴
族
に
至
る
ま
で
の
生
活
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
教
材
的
価

値
が
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

第
八
章

『
平
家
物
語

「
木
曾
の
最
期
」
教
材
化
の
変
遷

』

現
代
の
多
く
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
平
家
物
語

「
木
曾
の
最
期
」
は
、

』

戦
前
に
お
い
て
も
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
た
教
材
と
な
っ
て
い
る
。
戦
前
の
「
木
曾

の
最
期
」
は
「
源
平
盛
衰
記
」
を
出
典
と
し
て
お
り
、
義
仲
と
兼
平
と
の
主
従
愛
を
テ

、

『

』

ー
マ
と
し
た
教
材
と
し
て
成
立
し
て
い
た

ま
た

。

昭
和
初
期
に
な
る
と

平
家
物
語

、

「

」

「

」

流
布
本
の
本
文
が
教
科
書
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

そ
こ
に

豪
傑

や

勇
婦
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と
し
て
表
現
さ
れ
る
巴
が
記
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
昭
和
初
期
に
求
め

ら
れ
た
理
想
の
女
性
像
を
重
ね
合
わ
せ
る
様
子
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

戦
前
に
特
定
の
目
的
の
た
め
に
教
材
化
さ
れ
た
作
品
が
、
そ
の
目
的
を
見
失
い
、
教

材
と
し
て
の
価
値
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
も
教

材
と
し
て
生
き
残
り
続
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
前
に
固
定
化
さ
れ
た

古
典
教
材
を
継
続
し
て
教
授
し
て
い
く
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
一
例
を
明
ら
か

に
し
た
。

第
九
章

戦
前
に
お
け
る
古
典
教
育
の
方
法

―
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
ど
う
教
え
た
の
か
―

現
代
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
る
古
典
作
品
は
ほ
ぼ
固
定
化
し
て
い
る
が
、
戦
前
の
教

科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
た
教
材
を
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
古
典
を
理
解
さ
せ
る

た
め
の
様
々
な
方
法
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

『
徒
然
草
』
や
『
平
家
物
語
』
に
解
説
文

、

を
付
与
し
、
作
品
と
と
も
に
そ
の
解
説
文
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
の

価
値
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
構
成
し
た
教
科
書
が
見
ら
れ
る
。
あ
る
作
品
の
章
段

を
単
に
読
み
解
く
だ
け
で
な
く
、
教
材
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品

全
体
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
た
教
科
書
と
い
う
の
が
、
戦
前
に
は
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
学
習
者
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
本
文
に
手
を
入
れ
る
と
い
っ

た
操
作
を
行
っ
て
い
る
教
科
書
も
戦
前
に
は
存
在
す
る
。

ま
た
、
戦
前
の
時
点
で
す
で
に
く
ず
し
字
を
読
む
力
は
衰
退
し
て
き
て
お
り
、
活
字

化
さ
れ
な
け
れ
ば
古
典
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
状
況
も
生
じ
て
い
た
。
古

典
の
世
界
そ
の
も
の
は
多
様
で
広
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
く
ず
し
字

を
読
む
力
が
な
い
た
め
に
、
そ
の
価
値
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
戦
前
に
お
い

て
生
徒
が
古
典
に
価
値
を
見
出
せ
ず
、
興
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
の
一

つ
に
は
、
こ
う
し
た
事
情
が
影
響
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

現
代
を
批
判
的
に
考
え
る
力
を
生
徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
生
徒
自
身
、

過
去
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
養
う
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
過
去
の
様

、

。

々
な
書
物
を
読
む
力
を
育
成
す
る
古
典
教
育
に
つ
い
て

そ
の
方
法
の
一
端
を
示
し
た

終
章

本
研
究
の
成
果
と
課
題

本
研
究
で
は
、
戦
前
に
お
け
る
古
典
教
育
の
変
遷
に
関
し
て
、
雑
誌
記
事
を
手
が
か

り
に
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
国
文
学
史
教
育
の
あ
り
方
、
各

古
典
作
品
の
教
材
化
の
変
遷
、
そ
し
て
現
代
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
古
典
教
育
の
方

法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
っ
た
。

戦
前
の
古
典
教
育
は
全
体
を
通
し
て
、
法
令
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
教
授
要
目
」
が

あ
る
も
の
の
、
実
際
に
優
先
さ
れ
た
の
は
国
語
教
育
の
現
状
で
あ
っ
た

「
教
授
要
目
」

。

に
示
さ
れ
た
内
容
は

「
教
授
要
目
」
が
示
さ
れ
る
前
か
ら
そ
の
内
容
に
即
し
た
動
向
が

、

見
ら
れ
る

「
教
授
要
目
」
は
あ
く
ま
で
国
語
教
育
の
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
状

。

況
を
追
認
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
国
語
教
育
の
現
状
を
見
る
に
あ
た
っ
て
は
、

入
試
制
度
が
与
え
る
影
響
は
大
き
く
、
入
試
に
よ
っ
て
実
際
の
古
典
教
育
の
内
容
が
規

定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
当
時
の
時
勢
に
合
っ
た
道
徳
的

価
値
や
教
育
的
配
慮
に
基
づ
い
て
古
典
作
品
が
教
材
化
さ
れ
る
傾
向
は
、
戦
前
を
通
し

て
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

ま
た
、
国
文
学
史
は
初
期
の
段
階
で
は
「
文
体
の
変
遷
」
を
理
解
さ
せ
る
と
い
っ
た

文
範
と
の
関
連
で
教
授
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
徐
々
に
「
国
民
思
想
の
変
遷
」
や
「
国
民

精
神
の
涵
養
」
と
い
っ
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
、
そ
の
教
育
目
標
が
変
化
し
て

い
っ
た
。
そ
し
て
「
国
民
精
神
の
涵
養
」
に
寄
与
す
る
作
品
を
取
り
上
げ
、
文
例
を
用

い
な
が
ら
解
説
す
る
こ
と
で
、
各
古
典
作
品
に
教
授
す
べ
き
価
値
を
付
与
し
て
い
っ
た
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の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
結
果
と
し
て
教
材
の
固
定
化
・
精
選
化
に
つ
な
が
り
、
特
定

の
古
典
作
品
の
理
解
を
「
国
民
常
識
」
へ
と
変
貌
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
中
古
文
、
説
話
文
学

『
平
家
物
語
』
な
ど
、
現
代
の
教
科
書
に
多
く
収
録
さ

、

れ
て
い
る
古
典
教
材
に
つ
い
て
も
、
そ
の
原
点
と
変
遷
に
関
し
て
考
察
を
行
っ
た
。
戦

前
も
現
代
と
同
じ
作
品
を
扱
っ
て
い
る
が
、
戦
前
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
作
品
の
教
材
と

し
て
の
価
値
は
現
代
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば

「
木
曾
の
最
期
」
で
あ

、

れ
ば
、
現
代
で
は
義
仲
と
兼
平
と
の
関
係
を
「
深
い
絆
で
結
ば
れ
合
う
人
間
愛
」
と
し

て
解
釈
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
戦
前
で
は
忠
君
愛
国
の
精
神
を
植
え
つ
け
る
た

。

、『

』

、

め
の
物
語
で
あ
っ
た

ま
た

今
昔
物
語

が
歴
史
を
理
解
す
る
た
め
の
教
材
と
し
て

『
十
訓
抄
』
は
修
身
教
育
と
い
っ
た
点
か
ら
価
値
を
見
出
さ
れ
て
お
り
、
他
学
科
と
の

連
携
を
意
識
し
た
古
典
教
育
の
状
況
が
見
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
教
育
方
法
は
古
典
教
材
の
間
に
も
見

ら
れ
た
。
古
典
作
品
を
読
む
際
に
は
、
そ
れ
に
関
連
し
た
解
説
文
が
付
け
ら
れ
て
い
た

り
、
古
文
と
漢
文
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
同
内
容
の
作
品
を
読
む
と
い
っ
た
教
材
が
戦

前
に
は
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
工
夫
を
す
る
こ
と
で
、
古
典
に
対
す
る
学
習
者
の
理
解

を
深
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治
三
五
年
の
教
授
要
目
で
は
中
古
文
は
教
授
で
き
な
い
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
が
、
実
際
の
教
科
書
に
は
中
古
文
が
収
録
さ
れ
る
な
ど
、
中
古
文
が
入
試
で
出
題

さ
れ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
た
教
科
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、

入
試
を
強
く
意
識
し
た
古
典
教
育
の
あ
り
方
が
教
科
書
レ
ベ
ル
で
把
握
で
き
る
の
で
あ

る
。以

上
、
入
試
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
古
典
教
育
の
あ
り
方
や
固
定
化
さ
れ
た
古

典
教
材
の
絶
対
性
、
そ
し
て
「
役
に
立
つ
」
古
典
教
育
を
求
め
る
意
識
の
根
本
に
つ
い

て
、
そ
の
歴
史
的
視
座
を
得
る
と
い
っ
た
本
研
究
の
目
的
は
概
ね
達
成
で
き
た
と
考
え

て
い
る
。

ま
た
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
次
の
二
点
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。
一
点
目
は
、
本
研

究
で
は
戦
前
の
古
典
教
育
の
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
を
主
目
的
と
し
た
た
め
、
古
典
作

品
個
々
の
教
材
化
の
変
遷
に
つ
い
て
は
論
じ
き
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
二
点

目
は
、
本
研
究
で
得
ら
れ
た
歴
史
的
、
学
術
的
視
座
を
今
日
の
古
典
教
育
の
問
題
に
ど

う
活
用
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

生
徒
の
興
味
関
心
を
古
典
に
向
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
古
典
教
育
自
体
に
多
様
な
ア

プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
教
師
が
一
方
的
に
古
典
教
材
を
与
え
、
そ
れ
が
絶
対
的
に

価
値
あ
る
も
の
と
し
て
生
徒
に
教
え
込
む
古
典
教
育
の
あ
り
方
を
乗
り
越
え
、
古
典
を

学
ぶ
意
義
を
生
徒
が
主
体
的
に
考
え
ら
れ
る
方
法
、
そ
し
て
様
々
な
側
面
か
ら
日
本
の

言
語
文
化
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
教
材
の
開
発
が
今
後
の
研
究
課
題
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。

な
お
、
本
研
究
に
関
連
の
あ
る
参
考
資
料
と
し
て
「

参
考
資
料
１
〉
旧
制
中
学
校
・

〈

師
範
学
校
「
国
語
」
科
「
講
読
」
に
関
連
し
た
諸
法
令
に
つ
い
て

「

参
考
資
料
２
〉

」
、
〈

国
文
学
史
教
科
書
端
書
一
覧

「

参
考
資
料
３
〉
中
古
文
収
録
状
況
一
覧
（
明
治
三
三

」、
〈

年
～
昭
和
五
年

」
を
添
付
し
た
。

）


