
歴

史

学

へ

の

道

最
近
、

国
会
内
で
の
発
言
や
、

政
府

・
自
民
党
の
志
向
の
中
に
我

々
と
し
て
は
大
変
気
に
な
る
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、

教
育
勅
語
の
問
題
で
す
。

田
中
角
栄
首
相
が
ぃ
教
育
勅
語
を
国
会
に

持
ち
出
し
て
、

教
育
勅
語
は
意
義
が
あ
り
、

そ
れ
も

一
部
を
除
い
て

大
変
良
い
と
言
う
の
で
す
。

私
み
た
い
に
戦
前
の
教
育
を
受
け
た
世

代
の
人
間
と
し
て
は
、

大
変
気
に
な
る
わ
け
で
す
。

二
つ
め
は
、
日

本
教
職
員
組
合
、

い
わ
ゆ
る
日
教
組

へ
の
弾
圧
の
問
題
で
す
。

四
月

の
春
闘
で
国
民
的
要
求
を
掲
げ
て
、

労
働
者
の
ゼ
ネ

ス
ト
が
行
な
わ

れ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
の
中
で
、

特
に
日
教
組
の
ス
ト
に
対
す
る
弾

圧
が
非
常
に
厳
し
く
、

ひ
ど
い
例
だ
と
、

埼
玉
県
で
は
授
業
中
の
先

生
を
警
察
官
が
連
行
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。

三
つ
め

は
、

靖
国
神
社
法
案
の
問
題
で
す
。

こ
の
法
案
は
春
闘
を
行

っ
て
い

る
最
中
に
、

こ
れ
は
自
民
党
の
議
員
提
案
で
す
が
、

全
然
審
議
を
し

な
い
で
委
員
会
を
通

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
の
三
つ
の
問
題
は
無
関
係
に
出
て
き
た
の
で
は
な
く
、

か
な
り

関
連
の
あ
る
動
き
と
し
て
出
て
き
て
い
る
の
で
す
。

ま
ず
教
育
勅
語

歴
史
学
へ
の
道

（土
井
）

土

井

正

で
す
が
、

こ

の
内
容

は

「父
母
二
孝

こ

と
か

「
兄
弟

二
友

と

「
朋
友
相
信
ジ
」

「夫
婦
相
和
シ
」
と
か
、

部
分
的
に
は

一
寸
み
る

と
別
に
問
題
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
で
す
が
、

教
育
勅
語
の

一
番

核
心
的
な
点
は
こ
の
後
に
書
い
て
あ
る
で
す
。

Ｆ

旦
緩
急
ア
レ
バ
」

と
は
、

非
常
の
事
態
と
な
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
は
戦
争
を
す

る
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、

「義
勇
公
二
奉
ジ
」
と
は
、
自
分
の
精
力

を
傾
け
て
公
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
で
あ
り
、

公
の
た
め
に
尽
く
す

こ
と
は
、

国

の
た

め
に
尽
く
す
こ
と
な
の
で
す
。

そ
し
て
、

次
に

「以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ペ
シ
」
と
書
い
て
あ
る
わ
け
で

す
。

「天
壌
無
窮
」
と
は
、

古
い
時
代
か
ら
ず

っ
と
た
え
る
こ
Ｌ
な

く
続
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、

「皇
運
」
と
は
、

天
皇
の
運
、

皇
室

の
運
と
い
う
わ
け
で
、

天
皇
の
た
め
に
天
皇
の
運
と
い
う
も
の
を
助

け
よ
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

天
皇
が
戦

争
を
は
じ
め
た
場
合
、

国
民
は

「皇
運
フ
扶
翼
」
し
て
、
ど
う
し
て

も
戦
争
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
し
て
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に

は
天
皇
の
た
め
に
死
ん
で
わ
が
身
を
顧
み
な
い
と
い
う
態
度
が
非
常

皿
（

-  1 -
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に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
を
除
い
て
は
教
育
勅

語
の
意
味
は
何
も
な
い
の
で
す
。

戦
前
の
教
育
を
受
け
た
田
中
角
栄

首
相
が
、

そ
う
い
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、

非
常
に
重
要
で
あ
り
、

私
は
、

政
府

・
自
民
党
が
、

そ
う
い
う

方
向
に
国
民
を
み
ち
び
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

受
け
取
っ
て
い
る
の
で
す
。

靖
国
神
社
は
、

戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
戦

死
し
た
兵
士
の
お
骨
を
納
め
る
た
め
に
造
ら
れ
、

戦
前
は
国
家
的
行

事
と
し
て
、

そ
の
祭
記

・
慰
霊
が
行
な
わ
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、

今
、

法
案
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
そ
れ
を
復
活
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
す
”
靖
国
神
社
法
案
の
第

一
条
は
、

重
要
な
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、

「靖
国
神
社
は
戦
没
者
及
び
国
事

に
殉
じ
た
国
民
の
英
霊
に
対
す
る
国

民

の
尊

崇
の
念
を
表
わ
す
た

め
、

そ
の
道
徳
を
し
の
び
、

こ
れ
を
慰
め
、

そ
の
事
績
を
た
た
え
儀

式
行
事
等
を
行
な
い
、

以
っ
て
そ
の
偉
業
を
永
遠
に
伝
え
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。」

ン
一書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

戦
争
に
駆
り
出
さ
れ

て
死
ん
だ
人
た
ち
が
偉
業
、

即
ち
立
派
な
こ
と
を
し
た
と
言
う
の
で

す
か
ら
、
日
本
が
明
治
以
来
行
な
っ
た
戦
争
は
侵
略
戦
争
で
あ
る
の

に
、

そ
の
戦
争
も
立
派
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、

侵
略

戦
争
の
肯
定
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、

こ
の
教
育
勅

語
復
活
問
題
と
靖
国
神
社
問
題
と
は
、

日
教
組
の
弾
圧
と
非
常
に
深

い
関
係
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、

こ
の
よ
う
な

戦
争
に
協
力
す
る
よ
う
な
人
間
を
育
て
る
た
め
に
は
、

学
校
の
先
生

が
、

そ
う
い
う
方
向
で
国
民
を
教
育
し
て
く
れ
な
く
て
は
困
る
か
ら

で
す
。

戦
前
の
教
育
は
、

ま
さ
に
そ
う
い
う
方
向
に
持

っ
て
い
く
教

育
だ

っ
た
の
で
す
。

私
は
戦
争
と
共
に
歩
ん
で
き
た
と
言
え
る
者
で

す
が
、

私
が
小
学
校
以
来
の
教
育
で
習
い
、

頭
に
き
ざ
み
つ
け
ら
れ

た
こ
と
は
と
言
う
と
、

小
学
国
史
で
は
、

天
皇
の
名
の
暗
記
が
ま
ず

最
初
だ

っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、

教
科
書
の
内
容
は
、
日
本
の
歴
史

は
天
皇
中
心
で
あ
り
、
し
か
も
、

天
皇
は
天
か
ら
降
り
て
き
て
日
本

の
国
を
造

っ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
国
は
神
の
国
で
あ
り
、

天
皇
は

神
の
子
孫
で
あ
る
。

そ
れ
も
現
人
神
、　

つ
ま
り
、

人
間
の
姿
を
し
た

神
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
教
育
を
う
け
て
、

私
た
ち

国
民
の
大
部
分
は
、

天
皇
は
神
だ
と
素
朴
に
思
っ
て
い
た
か
ら
、

戦

争
に
負
け
て
か
ら
、

天
皇
が
、

「
人
間
宣
言
」
を
行
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

こ
れ
は
世
紀
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
日
本
人
は
天
皇
を
神
だ
と
思
い
込
ん

で
い
た
の
で
す
。

私
も
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、

天
皇
は
神
で
あ
り
、

日
本
は
昔
か
ら
神
国
で
あ
る
と
教
え
た
の
は
、

天
皇
の
た
め
に
命
を

棒
げ
る
こ
と
を
国
民
に
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
歴
史
教
育
で
あ

っ
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

諸
君
は
、

横
井
さ
ん
や
小
野
田
さ
ん
を

大
変
時
代
錯
誤
し
た
人
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

彼
ら
が
育

っ

た
時
代
の
人
間
と
し
て
は
、

彼
ら
は
平
均
的
日
本
人
で
す
。

そ
れ
ほ

ど
徹
底
し
た
教
育
の
中
で
、

天
皇
に
対
し
て
批
判
的
な
こ
と
を
言
う

と
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

天
照
大
神
は
女
神
で
結
婚
し
て
い

ヤ
そ
こ
ｌ
Ｂ
ロ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
〓
〓

一- 2 -―一- 3 -―

古
，

こ
ｌ

ｌ

ｉｌ

な
い
の
に
子
供
が
い
る
の
で
す
が
、

こ
れ
を
お
か
し
い
と
い
う
と
、

一
体
お
前
は
日
本
人
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

「非
国
民
」
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

哲
学
者
の
中
に
も
天
皇
は
神
で
あ

る
と
言

っ
て
い
る
人
が
い
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、

紀
平
正
美
と
い

う
哲
学
者
は
、

西
洋
人
は
確
か
に
技
か
ら
人
間
に
な

っ
た
が
、

日
本

人
は
神
か
ら
人
間
に
な

っ
た
と
言

っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
う
い
う
教

育
を
す
る
た
め
に
、

先
生
の
役
割
は
特
別
に
重
要
だ

っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
の
政
府
が
教
育
勅
語
を
復
活
さ
せ
、

靖
国
神
社
法
案
を
成
立
さ
せ
た
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
を
う
ま
く
説

明
し
て
く
れ
る
先
生
が
い
な
い
と
困
る
わ
け
で
す
。
日
教
組
に
結
集

す
る
先
生
方
は
、　

こ
う
し
た
戦
前
の
経
験
の
反
省
の
上
に
立

っ
て
、

「再
び
教
え
子
を
戦
場
に
送
る
な
」
と
い
う
形
で
民
主
的
な
平
和
的

な
教
育
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

政
府

。
自
民
党
に
と

っ
て

は
目
の
上
の
た
ん
こ
ぶ
み
た
い
な
存
在
な
の
で
、

ど
う
し
て
も
こ
れ

を
弾
圧
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
、

今
度
の
春
間
を
き

っ
か

け
と
し
て
、

全
体
的
な
ね
ら
い
の
中
で
非
常
に
意
図
的
に
こ
れ
ら
の

こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
戦
前
の
よ
う
に
誤

っ
た
歴
史
教
育
を
繰
り
返
し
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
、

諸
君
は
、

神
が
自
分
の
子
孫
を
追
し
て
国
を
造

っ
た
な
ん
て
言
う
と
笑
う
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
で
は
、

今
、

笑

っ
て

過
ご
せ
る
事
態
に
あ
る
か
と
い
９
と
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、

実
は

一
九
五
三
年
以
降
、

日
本
の
教
育
は
い
ろ
い
ろ

歴
史
学
へ
の
道

（土
井
）

な
意
味
で
変
化
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
す
。

終
戦
直
後
、

侵
略
戦
争

に
対
す
る
反
省
が
な
さ
れ
、

そ
う
い
う
戦
争
に
駆

り
立

て
た
も
の

は
、

天
皇
や
軍
人
や
財
閥
と
い
っ
た
戦
争

の
責
任
者
も
い
ま
し
た

が
、

教
育
の
果
し
た
役
割
も
大
き
か
っ
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
そ
の
よ

う
な
教
育
を
し
な
い
よ
う
に
、

そ
し
て
平
和
的
民
主
的
合
理
的
判
断

の
で
き
る
人
間
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

日
本
国
憲
法
に

基
づ
い
て
教
育
基
本
法
を
制
定
し
、

そ
れ
に
沿

っ
て
今
の
教
育
は
進

め
ら
れ
て
来
た
わ
け
で
あ
り
、

又
、

進
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、　

一
九
王
三
年
に
、

そ
の
方
向
に
対
す
る
非
常
に
大
き
な
転

換
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
。　

一
九
工
三
年
は
、

朝
鮮
戦
争
が
休
戦
に

な

っ
た
年
で
す
。
こ
の
戦
争
で
、
日
本
は
い
わ
ゆ
る
特
需
景
気
を
迎

え
経
済
復
興
を
な
し
と
げ
た
わ
け
で
す
が
、

休
戦
に
な

っ
て
今
ま
で

の
よ
う
に
資
本
家
は
も
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
日
本
の
経

済
は
非
常
に
困
る
と
い
う
事
態
の
中
で
、

当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
で

あ

っ
た
吉
田
茂
は
、　

ア
メ
リ
カ
に
援
助
し
て
く
れ
る
よ
う
交
渉
に
行

っ
た
わ
け
で
、

こ
れ
は
Ｍ
Ｓ
Ａ
交
渉
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、

こ

の
交
渉
で
ア
メ
リ
カ
は
援
助
す
る
か
わ
り
に
、
日
本
に
た
い
し
て
条

件
を
つ
け
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、

朝
鮮
戦
争
で
受
け
た
損
害
が
、

日
本
と
の
戦
争

（太
平
洋
戦
争
）
で
受
け
た
損
害
よ
り
も
大
き
か
っ

た

（
そ
れ
だ
け
朝
鮮
人
民
の
抵
抗
が
強
か
っ
た
わ
け
で
す
が
）
こ
と

か
ら
、

将
来
、

ア
ジ
ア
の
戦
場
で
、

ア
メ
リ
カ
人
が
死
な
ず
に
す
む

方
法
、

す
な
わ
ち

「
ア
ジ
ア
人
を
し
て
ア
ジ
ア
人
と
戦
わ
せ
る
」
こ
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と
を
考
え
、

ア
メ
リ
カ
人
の
身
代
り
と
し
て
日
本
人
を
戦
力
と
し
て

使
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
し
か
し
、

日
本
で
は
、

憲
法
で
再
軍
備
は
禁
止
さ
れ
戦
争
を
放
棄
し
て
い
る
。

国
民
も
平
和

を
望
ん
で
い
る
。

そ
の
中
で
、

日
本
人
を
そ
う
い
う
方
向
に
ひ
っ
ぱ

っ
て
行
く
の
は
難
し
い
が
、

そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ

け
で
、

そ
の
時
、

吉
田
茂
に
随
行
し
た
池
田
勇
人
は
ア
メ
リ
カ
の
ロ

バ
ー
ト
ノ
ン
と
の
会
談
で
、
日
本
が
必
要
な
軍
備
を
も
つ
こ
と
と
、

日
本
が
広
報
並
び
に
教
育
の
手
段
に
よ
っ
て
自
衛
心
を
養
う
た
め
の

最
大
の
努
力
を
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
帰

っ
て
来
た
わ
け
で
す
。
こ

れ
は
密
約
で
し
た
が
、　

ア
メ
リ
カ
の
新
聞
で
す
っ
ぱ
抜
か
れ
、

そ
れ

を

『
朝
日
』
が
報
道
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
国
民
は
知

っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

そ
れ
以
来
、

教
育
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
攻
撃
が
な
さ
れ
て
き
て

い
る
の
で
す
。　

一
つ
は
、

教
育
を
行
な
う
責
任
を
持
つ
教
育
委
員
会

が
、

最
初
は
公
選
制
で
あ

っ
た
の
が
、

地
方
自
治
体
の
任
命
制
に
変

え
ら
れ
て
い
る
。

公
選
制
だ
と
社
会
党
員
も
共
産
党
員
も
教
育
委
員

に
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
、

自
民
党

・
政
府
が
教
育
委
員

会
に
お
ろ
し
て
き
た
教
育
政
策
を
教
育
委
員
会
の
主
体
的
判
断
で
拒

否
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

地
方
自
治
体
の
任
命

制
に
す
れ
ば
、

当
時
は
保
守
的
な
自
治
体
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
か

ら
保
守
的
な
教
育
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
さ

ら
に
先
生
に
も
政
府
の
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
、

と
い
う
形
で
、

そ
の
導
入
が
は
か
ら
れ
、

そ
の
後
な
し
く
ず
し

的
に
そ
れ
が
拡
大
さ
れ
て
、

神
話
が
し
だ
い
に
教
科
書
に
登
場
し
、

一
九
六
七
年
の

一‐小
学
校
教
育
過
程
の
改
善
」
で
公
然
と
、

日
本
書

紀
や
古
事
記
の

「神
話
」
を
重
視
す
る
よ
う
に
と
言

っ
て
い
る
の
で

す
。

家
永
氏
が
文
部
省
と
争

っ
て
い
る

一
つ
の
点
は
そ
こ
に
あ
る
の

で
す
。　

一
九
六
二
年
提
出
の
家
永
氏
の

『
新
日
本
史
』
の
不
合
格
の

一
つ
の
問
題
点
は
、

こ
の
神
話
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

す

な
わ
ち
、

家
永
氏
は
、

古
事
記
、

日
本
書
紀
が
、

当
時
の
政
治
上
の

必
要
か
ら
つ
く
ら
れ
た
物
語
か
ら
成
り
立

っ
て
お
ぃ
、

そ
れ
を
全
部

歴
史
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
の
に
対
し
て
、

文
部
省
は
、

こ
れ
ら
の
書
物
が
も

つ
重
要
な
価
値
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
と
し

て
タ
レ
ー
ム
を

つ
け
た
わ
け
で
す
。

要
す
る
に
、

神
話

の
部

分

を

も
つ
す
こ
し
書
け
と
い
う
わ
け
で
す
。

も
う

一
つ
の
戦
争
の
問
題
は

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

家
永
氏
の
教
科
書
に
は
、

太
平
洋
戦

争
を

「無
謀
の
戦
争
」
と
書
き
、

戦
時
下
の
国
民
の
苦
し
い
生
活
を

描
き
、

さ
ら
に
、

原
爆
の
写
真
を
二
枚
載
せ
た
り
、

手
足
を
も
ぎ
と

ら
れ
た
元
軍
人
の
写
真
を
載
す
た
り
し
た
の
で
す
が
、

文
部
省
は
、

こ
れ
は
戦
争
に
対
す
る

一
方
的
評
価
で
、

戦
争
の
暗
い
面
を
出
し
す

ぎ
て
い
る
、

も

っ
と
明
る
い
面
を
出
せ
、

と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か

し
、

戦
争
に
明
る
い
面
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
ど
う
い
う
こ

と
か
と
聞
く
と
、

文
部
省
が
言
う
に
は
、

学
生
が
い
わ
ゆ
る

「学
徒

出
陣
」
で
行
進
し
て
い
る
写
真
な
ど
は
明
る
い
と
い
う
の
で
す
。

靖
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い
う
わ
け
で
、

勤
務
評
定
を
行
な

っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て

先
生
は
校
長
の
顔
色
を
う
か
が
い
、

良
い
評
点
数
を
も
ら
い
、

月
給

を
多
く
受
け
と
っ
て
、

早
く
教
頭
に
で
も
な

っ
た
方
が
よ
い
か
ら
お

と
な
し
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
計
算
で
し
た
。

そ
れ
は
現
実
に
効
果

が
あ

っ
た
わ
け
で
、

例
え
ば
、

私
の
姪
で
二
重
県
の
小
学
校
に
行

っ

て
い
る
子
が
、

二
月
十

一
日
の

「建
国
記
念
の
日
」
に
、

「今
回
は

日
本
が
建
国
さ
れ
た
日
で
す
よ
」
と
い
う
話
を
し
た
小
学
校
の
先
生

に
対
し
て
、

二
月
十

一
日
と
い
う
の
は
日
本
書

紀

に
基
づ
い
た
日

で
、

歴
史
的
な
事
実
で
は
な
い
と
言
っ
た
の
で
す
。

す
る
と
、

先
生

が
姪
の
と
こ
ろ

へ
寄

っ
て
来
て
、

そ
っ
と
、

本
当
は
先
生
も
そ
う
思

っ
て
い
る
が
公
然
と
は
言
え
な
い
の
だ
と
言

っ
た
と
い
う
の
で
十
名

公
然
と
言
え
な
い
の
は
何
か
が
こ
わ
い
か
ら
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う

こ
と
は
、

勤
務
評
定
の
効
果
が
上
が

っ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
わ
け
で

す
。し

か
し
、

そ
れ
で
先
生
が
お
と
な
し
く
な

っ
た
と
し
て
も
、

問
題

は
生
徒
に
与
え
る
教
科
書
で
あ
る
。

そ
れ
に
本
当
の
こ
と
が
書
い
て

あ

っ
て
は
困
る
と
い
う
わ
け
で
、

教
科
書
の
検
定
を
強
化
し
、

学
習

指
導
要
領
を
改
悪
し
て
い
る
の
で
す
。

特
に
ね
ら
わ
れ
た
の
が
社
会

科
で
す
。

今
、

家
永
二
郎
氏
に
よ
っ
て
教
科
書
訴
訟
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
す
が
、

そ
の
中
で
大
き
く
問
題
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、

神
話

と
戦
争
の
問
題
で
す
。

神
話
の
問
題
は

一
九
五
八
年
の
中
学
学
習
指

導
要
領
で
は
、

あ
ま
り
考
古
学
的
な
こ
と
に
深
入
り
し
て
は
い
け
な

国
法
案
で
言
え
ば
世
紀
の
偉
業
を
果
す
た
め
の
出
陣
で
あ
る
、　

こ
れ

は
，明
る
い
面
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、

は
っ
き
り

と
は
言
わ
な
い
が
、
日
本
の
果
し
た
侵
熔
戦
争
の
側
面
描
写
を
な
く

し
て
い
っ
て
、

そ
う
で
な
い
面
を
も
っ
と
前
面
に
出
せ
と
い
う
こ
と

で
す
。

そ
し
て
他
方
で
は
、

神
話
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、

私
た
ち
が
習

っ
た
歴
史
と
そ
ん
な
に
違
わ
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

私
は
、

あ
る
中
学
校

？
教
科
書
に
関
係
し
て
い
る
の
で
す
が
、

去
年
の
暮
れ
に
、

文
部
省

の
中
し
渡
し
が
あ

っ
て
、

私
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

行

っ
た
人

Ｑ
詰
を
聞
い
て
み
ま
す
と
、

教
科
書
の
中
に
天
皇
が
死
ん
だ
と
書
い

て
あ
る
の
が
い
け
な
い
、

天
皇
は

「な
く
な
っ
た
」
と
書
か
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

ケ
ネ
デ
ィ
が
死
ん
だ
と
書
く
の
は

別
に
い
け
な
い
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
。

頭
の
中
に
、

天
皇
は
普
通

の
人
と
違
う
特
別
の
存
在
だ
と
い
，
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
小
さ
な
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、

非
常
に
危
険
な
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

神
話
の
復
活
と
天
皇
の
特
別
扱
い
と
は
、

大
い
に
関
係

が
あ
り
ま
す
か
ら
。
し
か
も
、

こ
れ
は
Ａ
条
件
で
、

こ
こ
を
訂
正
し

な
け
れ
ば
教
科
書
と
し
て
合
格
さ
せ
な
い
ぞ
と
文
部
省
は
言
う
わ
け

で
す
。

私
た
ち
は
、

少
な
く
と
も
抵
抗
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
書

か
な
い
が
、

文
部
省
の
気
に
入
る
よ
う
に
書
く
執
筆
者
も
た
く
さ
ん

い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、

そ
う
い
う
教
科
書
が
公
然
と
ま
か
り
通
る

わ
け
で
す
。

そ
の
点
で
、

文
部
省
の
教
科
書
検
定
の
強
化
の
意
図
は
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成
功
し
つ
つ
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

生
徒
に
与
え
る

教
科
書
は
重
要
だ
か
ら
、

そ
れ
に
な
る
べ
く
政
府

・
自
民
党
の
都
合

の
よ
い
こ
と
を
書
き
こ
ま
し
て
い
こ
う
、

そ
の
た
め
に
検
定
を
強
化

し
て
い
る
わ
け
で
、

学
習
指
導
要
領
の
改
悪
も
そ
う
で
す
。
こ
う
し

た
方
向
の
な
か
で
、

現
実
の
事
態
を
な
る
べ
く
生
徒
に
認
識
さ
せ
な

い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、　

検

定

の
中

で
、
日
米
安
全
保
障
条
約
で
日
本
に
米
軍
の
基
地
が
で
き
た
と
書
く

と
ク
レ
ー
ム
が
つ
き
、

「施
設
Ｅ
が
あ
る
と
書
け
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
は
、

日
米
安
全
保
障
条
約
あ
条
文
に
は

「施
設
」
と
置
く
と
書

い
て
あ
る
か
ら
で
す
が
、

実
際
一は
軍
事
基
地
な
の
に

「施
設
」
と
書

く
と
生
徒
は
そ
う
は
思
わ
な
い
の
で
す
。

こ
れ
は
、　

つ
ま
り
、

日
本

の
現
実
が
生
徒
に
知
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

教
科
中書
検
定
は
い
ろ
い
ろ
問

題
が

あ

っ

て
、

例
え
ば
、

私
の
書
い
た
世
界
史
の
教
科
書
は
、

七
〇
年
の
世
界

史
学
習
指
導
要
領
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
れ
は
非
常
に

悪
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
学
習
指
導
要
領
で
、

教
育
目
的
と
し
て

強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

日
本
人
に
大
国
意
識
を
も
た
せ
る
こ
と

な
の
で
す
。

つ
ま
り
、

そ
こ
で
は
、

「戦
後
に
お
け
る
日
本
の
地
位

に
着
目
さ
せ
な
が
ら
、

広
い
視
野
に
立

っ
て
、

国
際
社
会
に
生
き
る

日
本
人
と
し
て
の
自
党
を
深
め
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
、

本
当
の
意
味
で
日
本
人
と
し
て
の
自
党
を
深
め
る
の
な
ら
良
い
が
、

文
部
省
の
意
図
は
、

戦
争
直
後
か

日
本
の
経
済
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に

な
っ
た
が
、

三
十
年
間
に
Ｇ
Ｎ
Ｐ
二
位
に
の
し
上
が

っ
た
、

そ
の
立

派
な
日
本
の
成
長
ぶ
り
に
着
目
さ
せ
、

他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
違
う

「経
済
大
国
」
日
本
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
自
党
し
て
、
日
本
人
と
し

て
の
誇
り
を
持
た
せ
る
よ
う
な
世
界
史
の
教
科
書
と
作
れ
と
い
う
わ

け
で
す
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
自
党
を
持

っ
た
人
間
が
東
南
ア
ジ
ア

に
行

っ
て
、

い
ば

っ
て
、

東
南
ア
ジ
ア
の
人
々
を
見
下
し
、

大
も
う

け
を
し
て
い
る
、

そ
し
て
、

タ
イ
で
も
、

イ

ン
ド
ネ

シ
ア
で
も
、

う

ら
ま
れ
る
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、

こ
の
教
科
書

の

中
で
、

相
本
の
新
植
民
地
主
義
的
進
出
が
東
南
ア
ジ
ア
で
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、

そ
れ
が
本
当
に
東
南
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
た
め
に
な
る
の

か
、

否
か
を
、

き
ち
ん
と
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
非
常
に
遠
慮
が

ち
に
書
い
た
、

そ
し
て
、

現
地
の
人
の
間
で
は
、

日
本
の
軍
国
主
義

復
活
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
書

い
た

の
で
す
が
、

文
部
省

は
、

そ
ん
な
こ
Ｌ
は
書
く
必
要
が
な
い
と
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
た
わ
け

で
す
。

だ
け
れ
ど
も
、

そ
れ
を
書
か
な
い
と
、

田
中
首
相
が
東
南
ア

ジ
ア
を
訪
問
し
た
と
き
、

な
ぜ
激
し
い
反
日
デ
モ
に
囲
ま
れ
た
の
か

わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

文
部
省
は
、

そ
ん
な
こ
と
は
わ

か
ら
な
く
て
も
良
い
で
は
な
い
か
、

学
習
指
導
要
領
に
沿

っ
た
書
き

方
を
し
ろ
と
い
う
の
で
、

私
た
ち
は
、

文
部
省
と
論
争
し
て
、

か
な

り
の
程
度
、

や
は
り
こ
の
問
題
を
書
き
こ
み
ま
し
た
。

要
す
る
に
、

文
部
省
は
、

現
実
を
認
識
さ
せ
ま
い
と
す
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う

教
科
書
を
つ
く
れ
と
い
う
わ
け
で
す
。

諸
君
は
、

そ
う
い
う
検
定
を

う
け
た
教
科
書
で
歴
史
を
習

っ
て
き
た
わ
け
で
、

教
科
書
検
定
の
強

化
、

学
習
指
導
要
領
の
改
悪
に
よ

っ
て
生
徒
に
ま
と
も
な
教
科
書
を

持
た
せ
な
い
た
め
の
工
作
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
現
実
の
中
で
教
育

さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

自
分
が
も

っ
て
い
る
歴
史
認
話
を
よ
く
点

検
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、

先
生
を
お
と
な
し
く
さ
せ
、

教
育
委
員
会
を
そ
の
よ
う

に
し
て
良
い
先
生
を
採
ら
な
い
よ
う
に
し
、

教
科
書
を

五
小
く

し

て

い
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
も
安
心
で
き
ず
学
カ
テ
ス
ト
と
い

う
も
の
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

本
当
に
文
部
省
が
考
え
て
い
る
よ
う

な
人
間
が
育

っ
て
い
る
か
、

テ
ス
ト
し
て
み
よ
う
と
全
国

一
本
の
学

カ
テ
ス
ト
を
行
な

っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
テ
ス
ト
は
結

局
失
敗
し
て
、

現
在
は
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

テ
ス
ト
で
良
い

点
数
を
取
る
と
、

あ
の
県
は
教
育
熱
心
で
良
い
先
生
が
集
ま

っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

出
世
が
早
い
と
い
う
わ
け
で
、

先
生
方
は

一
生
懸
命
努
力
し
た
わ
け
で
す
。

中
に
は
こ
う
い
う
テ
ス
ト
に
抵
抗

し
た
先
生
も
い
ま
し
た
が
、

特
に
ひ
ど
か

っ
た
の
は
愛
媛
県
と
香
川

県
で
し
た
。　

一
番
成
績
の
よ
い
の
が
愛
媛
県
と
香
川
県
だ

っ
た
が
、

調
べ
て
み
る
と
、

そ
こ
で
は
先
生
が
カ
ン
エ
ン
グ
ギ
ー
パ
ー
を
持

っ

て
机
の
ま
わ
り
を
ぐ
る
ぐ
る
妹
い

て
い
る
こ
と
も
あ

っ
た
わ
け
で
、

成
績
の
良
い
の
は
当
り
前
で
す
。

こ
ん
な
学
カ
テ
ス
ト
が
あ

っ
て
良

い
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

さ
す
が
の
文
部
省
も
や
め
ざ
る
を

え
な
か

っ
た
わ
け
で
す
。

歴
史
学
へ
の
道

（上
井
）

そ
う
い
う
教
育
の
反
動
化
に
反
対
し
て
き
た
の
は
、

教
育
労
働
者

で
あ
り
、

特
に
日
教
組
に
所
属
し
て
い
る
先
生
方
で
す
。

だ
か
ら
、

日
教
組
は
政
府

・
自
民
党
の
目
の
仇
で
あ
り
、

こ
れ
を
押
し
つ
ぶ
さ

な
け
れ
ば
、

彼
ら
の
思
う
よ
う
な
教

育

は

で
き
な
い
と
い
う
メ」
と

で
、

今
度
の
弾
圧
の
異
常
な
は
げ
し
さ
は
、

こ
の
こ
と
を
意
味
し
て

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
方
向
に
進
む
こ
と
は
、

戦
前
の
我
々

の
受
け
た
教
育
の

「復
活
」
の
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
、

そ
の
点
で

も
、

現
在
は
非
常
に
重
要
な
地
点
に
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
歴
史
を
学
び
、

あ
る
い
は
学
び
た
い
と
い
う
場
合
、

歴

史
の
事
実
に
対
し
て
き
ち
ん
と
し
た
判
断
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、

そ
の
こ
と
を
通
し
て
、

歴
史
の
真
実
を
き
ち
ん
と
追
求
す

る
力
を
持
つ
よ
う
に
自
分
を
鍛
え
て
い
く
こ
と
が
重

要

で
は
な
い

か
。

そ
う
い
う
こ
と
を
高
校
や
中
学
の
段
階
で
や
っ
て
い
る
人
が
い

る
の
で
す
。

た
告
え
ば
、

私
の
知

っ
て
す
０
広
島

商
業
の
女
生
徒

は
、

広
商
の
原
爆
研
究
会
の
生
徒
で
す
が
、

私
た
ち
が
作

っ
て
い
る

教
科
書
に
載
せ
て
あ
る
太
平
洋
戦
争
の
死
傷
者
の
数
に
疑
問
が
あ
る

と
い
う
の
で
す
。

私
た
ち
の
教
科
書

（
旧
版
）
に
の
せ
た

「第
二
次

大
戦
に
よ
る
損
害
表
」
で
は
、

経
済
安
定
本
部
の
調
査
に
も
と
づ
い

て
日
本
の

一
般
国
民
の
方
の
死
者
は
二
十
九
万
余
人
と
載
せ
て
い
た

が
、

彼
女
ら
の
調
査
の
結
果
で
は
、

広
島

・
長
崎
の
原
爆
に
よ
る
死

亡
者
、

沖
純
の
民
間
人
の
死
者
だ
け
で
四
十
万
か
ら
四
十
五
万
人
は

死
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
す
。
し
た
が

っ
て
、

二
十
九
万
と
い
う
数
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は
全
く
納
得
で
き
な
い
。

そ
し
て
、

他
の
教
科
書
を
見
て
も
、

み
ん

な
数
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
、

こ
ん
な
聞
違

っ
た
数
を
の
せ
て
お
い
て

教
科
書
を
書
い
て
い
る
責
任
々
果
し
て
い
ま
す
か
、

と
い
う
厳
し
い

手
紙
を
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
の
生
徒
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

教
科
書

に
あ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
の
で
は
な
く
、

疑
間
を
見

つ
け

出
し
て
、

真
実
を
追
求
し
て
い
く
の
が
学
問
で
あ
り
、

学
問
は
間
う

こ
と
を
学
が
、

問
題
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
生
徒
さ
ん
は
学
問
を
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
大
学
生
諸
君
は
本

当
に
学
問
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

学
問
と
い
う
場
合
、

主
体
的

に
問
題
を
見
つ
け
て
、

そ
の
中
で
真
実
を
追
求
し
て
い
く
姿
勢
が
大

事
で
す
。

中
学
生
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
や

っ
て
い
る
の
で
す
。

本

多
公
栄
さ
ん
が
書
い
た

『
ぼ
く
ら
の
大
平
洋
戦
争
』
は
、

先
生
が
生

徒
と
と
も
に
、

太
平
洋
戦
争
で
日
本
が
い
か
に
ア
ジ
ア
諸
国
に
損
害

を
与
え
た
か
を
学
習
す
る
中
で
、

生
徒
が
自
主
的
に
各
国
の
大
使
館

に
行

っ
て
被
害
を
調
査
し
た

過

程

が

の
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し

て
、

専
門
の
研
究
者
も
知
ら
な
か

っ
た
事
を
か
な
り
見

つ
け
出
し
て

き
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
問
題
を
見

つ
け
て
学
ぶ
姿
勢

が
あ
れ
ば
、

中
学
生
で
も
そ
れ
は

で
き

る

と
い
う
こ
と
で
す
。

勿

論
、

大
学
生
は
大
い
に
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

し
か
し
、

文
部
省
に
と

っ
て
は
、

そ
う
い
う
自
ら
考
え
真
実
を
追

求
す
る
生
徒
が
育

っ
て
く
る
こ
と
は
恐
し
い
し
、

生
徒
の
そ
う
い
う

能
力
を
引
き
出
す
先
生
も
囚
る
の
で
す
。
し
か
し
、

本
当
に
良
い
先

生
と
は
、

生
徒
の
能
力
、

真
実
を
追
求
す
る
力
を
ひ
き
出
し
て
い
く

先
生
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
ンこう
い
う
先
生
は
ほ
と
ん
ど
組
合
に
入

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ご
ま
を
す
っ
て
教
頭
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は

組
合
に
入
ら
な
い
し
、

な
ん
で
も

へ
い
へ
い
言
う
わ
け
で
す
。

私
は
、

諸
君
に
学
問
と
は
何
か
を
考
え
て
も

ら

い
た
い
わ
け
で

す
。

中
学
校
の
先
生
で
加
藤
文
三
さ
ん
と
い
う
人
が

『学
問
の
花
ひ

ら
い
て
』
と
い
う
本
の
中
で
、

杉
田
玄
白
や
平
賀
源
内
や
前
野
良
沢

ら
が
い
か
に
幕
藩
体
制
下
で
蘭
学
を
学
ん
で
い
っ
た
か
、

何
の
た
め

に
な
の
か
、

そ
し
て
学
問
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
書
い

て
い
ま
す
。

そ
の
点
で
是
非
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、

そ

の
加
藤
文
三
氏
が
、

五
月
十
六
日
付
の

『
赤
旗
』
に
、

「学
問
と
は

何
か
」
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、

加
藤
氏
は
、

生
徒

？
能
力
を
ひ
き
出
す
た
め
に
よ
い
授
業
を
す
る
、

よ
い
授
業
を
す
る

に
は
専
門
的
な
研
究
を
行
な

っ
て
、　

一
体
学
問
を
す
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
を
身
を
も

っ
て
示
す
、

そ
し
て
教
育
の
場
に
お
け
る

民
主
的
な
教
育
を
保
障
す
る
条
件
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
地
域
社
会

を
民
主
的
な
も
の
に
つ
く
り
か
え
て
い
く
と
い
う
社
会
的
実
践
を
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

そ
う
い
う
三
つ
の
も
の
が
学
問
に
は
必
要
で

あ
る
と
言

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

大
学
の
教
師
で
も
こ
れ
だ
け
の

こ
と
を
や

っ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
う
の
で
す
。

教
師
が

身
を
も
っ
て
こ
の
こ
と
を
行
な
え
ば
、

学
生
諸
君
は
こ
れ
に
学
ん
で

問
う
こ
と
を
す
る
わ
け
で
す
が
、

今
の
大
学
生
諸
君
が
講
義
を
聞
く

だ
け
で
、

あ
ま
り
や

っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

教
師
も
そ
う

い
う
姿
勢
で
や

っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。

学
生
諸
君
の
状
態
は
、

教
師
の
状
態
の
反
映
で
す
が
、

逆
の
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
。

つ
ま

り
、

学
生
が
や
れ
ば
教
師
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
学
の
主

人
公
は
学
生
で
す
か
ら
、

学
生
が
主
体
的
に
学
び
真
実
を
追
求
す
る

自
主
的
な
動
き
を
す
れ
ば
、

大
学
も
変
わ
り
、

教
師
自
身
も
変
わ
ら

ざ
ろ
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
基
本
的
な

姿

勢

で
学
ぶ
に
し
て
も
、

そ
れ
で
は
、　

一

体
、

歴
史
学
と
は
ど
ん
な
学
問
で
あ
る
の
か
、

歴
史
を
学
ぶ
と
は
ど

う
ど
２

〕
と
な
の
か
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。

歴

史

を

学

ぶ
に

は
、

諸
君
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
を
担

っ
て
、

新
し
い
日
本
と

つ
く

っ

て
い
く
中
で
、

自
分
が
生
き
て
い
る
時
代
、

歴
史
の

一
ヨ
マ
で
あ
る

今
の
時
代
を
き
ち
ん
と
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
で
、

私
は
私
の
大
学
の
学
生
に
現
在
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か

に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と

っ
た
の
で
す

が
、　

一
番

多

か

っ
た
の

は
、

現
代
を

「
矛
盾
と
混
乱
の
時
代
」
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
人

で
し
た
。

現
代
に
は
、

「
矛
盾
，と
混
乱
」
だ
け
が
あ

っ
て
、

未
来

ヘ

の
展
望
が
つ
か
み
き
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

「
矛
盾
と
混
乱
の

時
代
」
の
根
源
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、

学
ん
で
問
う
と
い
う
精
神
が

足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

我
々
が
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
な
社

会
が
ど
ん
な
状
態
か
が
認
識
で
き
な
け
れ
ば
、

こ
れ
か
ら
ど
う
い
う

風
に
変
え
て
い
く
か
と
い
う
問
題
も
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
し
か

歴
史
学
へ
の
道

（土
井
）

し
、

今
の
社
会
を
認
識
す
る
た
め
に
は
客
観
的
条
件
を
つ
か
む
こ
と

も
必
要
だ
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、

こ
つ
い
う
社
会
が
ど
の
よ
う
に
し

て
つ
く
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
つ
か
む
こ
と
も
必
要
に
な

っ

て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
現
代
社
会
の
持
つ
問
題
性
も

は
っ
き
り
し
な
い
し
、

我
々
が
現
代
に
お
い
て
抱
え
て
い
る
問
題
が

ど
ん
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
か
も

わ

か
ら

な
い
わ
け
で
す
。

だ
か

ら
、

歴
史
の
認
識
と
現
代
の
問
題
は
非
常
に
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で

す
。私

た
ち
は
、

子
供
の
と
き
か
ら

「
日
本
の
国
体
は
変
わ
ら
な
い
」

と
教
わ
っ
て
き
た
が
、

実
は
、

歴
史
は
絶
え
ず
変

化

す

る
わ
け
で

す
〈〉

変
化
す
る
の
が
歴
史
な
わ
け
で
す
が
、

で
は
、

こ
う
い
っ
た
歴

史
を
動
か
し
て
い
る
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
、

目
に
み
え
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
地
道
に
営
ま
れ
て
い
る

一
人

一
人

Ｑ
努
力
で
あ

っ
て
、

そ
れ
が
歴
史
を
根
底
か
ら
動
か
し
て
い
る
の
で

す
。

だ
か
ら
、

こ
う
い
っ
た
認
識
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
し

て
、

我
々
が
歴
史
の
中
に
生
き
て
い
る
こ
と
は
、

我
々
も
、

そ
う
い

つ
も
の
の
一
人
と
し
て
、

歴
史
の
中
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
自
党
し
て
、

我
々
自
身
が
歴
史
に
働
き
か
け
て
い
く
た
め
に
、

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

た
と
え
ば
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争

に
お
い
て
、

世
界
最
大
の
帝

国
主
義

ロ
ア
メ
リ
カ
の
侵
略
に
対
し

て
．

ベ
ト
ナ
ム
の
勝
利
を
導
い
た
の
は
、

基
本
的
に
は
ベ
ト
ナ
ム
人

民
の
奮
聞
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

同
時
に
、

世
界
各
国
人
民
の
ベ
ト
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ナ
ム
人
民

へ
の
支
援
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
わ
け
で

す
。　

一
人

一
人
の
運
動
が
ベ
ト
ナ
ム
の
勝
利
に
大
き
く
寄
与
し
て
い

る
わ
け
で
、

そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
中
に
我
々
は
生
き
て

い
る
。

我
々
は

一
人
で
は
、

力
も
弱
い
し
、

や

っ
て
い
る
こ
と
も
大

し
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う

一
人
生
人

の
力
を
集
め
れ
ば
、

世
界
の
歴
史
も
動
く
し
、

そ
う
し
な
け
れ
ば
歴

史
は
動
か
な
い
の
で
す
。

そ
豊

思
味
で
、

自

分

自

身

の
力
と
い
つ

か
、

歴
史
に
お
け
る
自
分
の
位
置
を
自
党
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

我

々
が
、

こ
れ
か
ら
ど
ん
な
歴
え
を
つ
く

つ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
と

関
わ
り
が
あ
り
、

歴
史
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、

我
々
の
子
孫
に

責
任
を
持

つ
と
い
う
こ
と
で
す
ｏ

私
達
は
、

諸
君
に
対
し
て
責
任
を

感
じ
て
い
る
の
で
す
。

戦

争

を
起

こ
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
対
し

て
。

こ
う
い
う
責
任
を
後
の
人
に
残
し
て
い
く
こ
と
は
、

自
分
た
ち

の
責
任
を
果
し
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、

こ
れ
は
恥
ず
べ
き
こ
と
な

の
で
す
。

だ
か
ら
、

我
々
の
子
孫
に
恥
ず
か
し
く
な
い
こ
と
を
や

っ

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
、

我
々
が
、
ど

ん
な
歴
史
の
中
に
い
て
、

ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
け
ば
良
い
の
か
、

き
ち
ん
と
知
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
認
識
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

そ
う
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
ま
い
と
す

る
力
が
あ

っ
て
、

い
ま
ま
で
の
中
学
、

高
校
の
歴
史
学
習
の
中
で
、

み
ん
な
が
認
識
で
き
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。

だ
か
ら
、

大
学
生

に
は
、

歴
文
の
勉
強
で
、

そ
う
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
学
習
を
し
て

ほ
し
い
の
で
す
。

現
在
を

「
矛
盾
と
混
乱
の
時
代
」
だ
と
思
わ
な
い

で
、　

一
体
、

ど
ん
な
法
則
が
現
在
の
社
会
に
働
い
て
い
る
の
か
を
認

識
し
、

歴
史
的
に
こ
う
動
い
て
き
た
か
ら
、

こ
う
な
る
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
を
判
断
で
き
る
よ
う
な
歴
史
の
認
識
が
で
き
る
よ
う
に
、

自

分
を
鍛
え
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
す
。

（専
修
大
学
文
学
部
教
授
）

∧
附
記
Ｖ

本
稿
は
、

立
教
大
学
史
学
会
の
企
画

・
主
催
に
よ
る
入
門
講
座
倒
で
、

土

井
先
生
が
講
演
さ
れ
た
内
容
を
、　

編
集
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
要
約
し
、

土
井

先
生
に
校
閲
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
が
、　

木
稿
の
丈
責
は
、　

す
べ
て

『史
苑
』
編
集
グ
ル
ー
プ
に
あ
り
ま
す
。

な
お
、

こ
の
入
門
講
座
刊
は
、　

一
九
七
四
年
王
月
十
八
日

（土
曜
日
）
一

時
よ
り
、　

立
教
大
学
工
号
館
会
議
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、

参
加
者
は
三
十

五
名
で
し
た
。

講
演
後
、

天
皇
制
に
つ
い
て
、　

若
千
討
論
が
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
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