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近
現
代
の
日
本
史
と
関
連
づ
け
る

「
自
校
史
」
で
大
学
の
歴
史
を
学
ぶ

　

―
―

　

は
じ
め
に
法
学
部
総
合
講
座
『
中
央
大
学
と
近

現
代
の
日
本
』
を
開
設
し
た
目
的
か
ら
聞
か
せ
て
く
だ
さ

い
。

　

菅
原
彬
州
教
授　

２
０
０
４
年
度
４
月
か
ら
、
は
じ
め

は
『
中
央
大
学
と
近
代
日
本
』
と
い
う
通
年
４
単
位
の
総

合
講
座
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、「
Ｕ
Ｉ
」、

ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
こ
と

が
し
き
り
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
語
で
言
え
ば
愛

校
心
に
通
じ
る
の
で
す
が
、
自
分
た
ち
学
生
が
中
央
大
学

に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
ね

ら
い
も
あ
り
ま
し
た
。

　

自
分
の
学
校
の
歴
史
を
教
え
る
の
は
、「
自
校
史
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
中
大
で
言
え
ば
「
中
大
史
」
で
す菅原彬州教授

「
創
立
1 
2 
5
周
年
に
向
け
て
」

シリーズ

第 

　
　
　 

回

2

中
央
大
学

 

英
吉
利
法
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学
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は
な
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く
ら
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、
そ
の
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18
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立
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は
ど
う
い
う
人
？

「
実
地
応
用
」
の
建
学
の
理
念
が
生
ま
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た
わ
け
は
？
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利
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学
校
は
な
ぜ
つ
く
ら
れ
、
そ
の
目
的
は
？

18
人
の
創
立
者
は
ど
う
い
う
人
？

「
実
地
応
用
」
の
建
学
の
理
念
が
生
ま
れ
た
わ
け
は
？

 

英
吉
利
法
律
学
校
は
な
ぜ
つ
く
ら
れ
、
そ
の
目
的
は
？

18
人
の
創
立
者
は
ど
う
い
う
人
？

「
実
地
応
用
」
の
建
学
の
理
念
が
生
ま
れ
た
わ
け
は
？

シ
リ
ー
ズ
「
創
立
１
２
５
周
年
に
向
け
て
」
の
第
２
弾
は
、
中
央
大
学
の
『
ル
ー
ツ
』
を
上
下
２
回
に

わ
た
っ
て
辿
る
。
１
８
８
５（
明
治
18
）年
に
開
校
し
た
英
吉
利
法
律
学
校
は
、
な
ぜ
つ
く
ら
れ
、
そ
の

目
的
は
。
創
立
者
は
ど
う
い
う
人
た
ち
で
、『
実
地
応
用
の
素
を
養
う
』
と
い
う
建
学
の
理
念
（
精
神
）

が
発
祥
し
た
わ
け
は
？
―
。
法
学
部
総
合
講
座
『
中
央
大
学
と
近
現
代
の
日
本
』
を
担
当
す
る
菅
原
彬

州
、
本
間
修
平
、
有
澤
秀
重
の
３
人
の
先
生
に
う
か
が
っ
た
。

菅
原
彬
州
教
授
／
本
間
修
平
教
授
／
有
澤
秀
重
准
教
授
に
聞
く

法
学
部
総
合
講
座

『
中
央
大
学
と
近
現
代
の
日
本
』 上
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ね
。
そ
れ
で
タ
イ
ト
ル
は
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
て
『
中

央
大
学
と
近
代
日
本
』
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

私
と
し
て
は
、
愛
校
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
こ
の

講
座
を
開
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
果
と
し
て
愛
校

心
を
持
っ
て
も
ら
う
の
は
よ
い
の
で
す
が
、
自
分
の
学
ん

で
い
る
大
学
と
自
分
と
は
、
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か

を
認
識
し
、
理
解
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
本
来
の
講
義
の

目
的
で
し
た
。

　

た
だ
、
そ
れ
だ
と
大
学
の
講
義
科
目
と
し
て
は
不
十
分

で
す
の
で
、
歴
史
と
か
み
合
わ
せ
な
が
ら
論
理
力
を
養
っ

て
も
ら
う
。
近
代
日
本
の
歴
史
を
、
特
に
中
央
大
学
と
つ

な
げ
て
考
え
、
理
解
し
て
も
ら
う
の
が
講
座
の
趣
旨
で
す
。

　

法
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
で
、
今
年
４
月
か
ら
は

『
中
央
大
学
と
近
現
代
の
日
本
』
と
い
う
テ
ー
マ
で
再
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
本
学
１
０
０
年
史
の
編
纂
に
か
か

わ
っ
て
い
た
私
と
本
間
先
生
、
急
遽
お
願
い
し
た
有
澤
先

生
、
そ
れ
か
ら
１
０
０
年
史
の
仕
事
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く

れ
た
大
学
史
編
纂
課
の
職
員
の
方
々
に
も
参
加
し
て
い
た

だ
い
て
、
当
初
か
ら
８
人
で
講
座
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

―
―

　

１
８
８
５
（
明
治
18
）
年
に
、
中
央
大
学
の
前

身
の
英
吉
利
法
律
学
校
が
誕
生
し
ま
し
た
。「
英
吉
利
法

律
学
校
」
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
漢
字
表
記
に
な
っ
て
い
ま
す

が
…
。

　

有
澤
秀
重
准
教
授　

外
国
の
国
名
、
地
名
は
江
戸
時
代

の
終
わ
り
こ
ろ
か
ら
漢
字
で
表
記
し
て
い
ま
す
。

　

菅
原　

昭
和
初
年
ぐ
ら
い
ま
で
、
そ
う
で
す
。『
宛
字

外
来
語
辞
典
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
は

亜
米
利
加
と
書
い
て
い
ま
し
た
ね
。

法
学
に
対
す
る
社
会
的
需
要
が
急
増

当
時
の
法
学
教
育
は
司
法
省
と
東
大

　
―
―

　

そ
う
い
っ
た
時
代
に
英
吉
利
法
律
学
校
が
で
き

ま
し
た
。
そ
の
時
代
の
背
景
と
、
開
校
の
目
的
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　

本
間
修
平
教
授　

そ
れ
は
、
法
学
教
育
に
対
す
る
社
会

的
な
需
要
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
で

す
ね
、
明
治
９
年
か
ら
14
年
く
ら
い
ま
で
の
間
に
判
事
さ

ん
、
検
事
さ
ん
が
６
０
０
人
以
上
増
え
て
い
る
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
間
に
法
学
教
育
を
受
け
て
社
会
に
出
た

人
は
１
０
０
人
く
ら
い
し
か
い
な
い
。
つ
ま
り
５
０
０
人

は
ま
っ
た
く
の
素
人
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
で
明
治
20
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
、
こ
の
人
達

は
裁
判
官
、
検
事
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
を
し
っ
か
り
と
受

け
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
退
職
に
追
い
込
ま
れ
る
ん

で
す
。
き
ち
ん
と
法
学
教
育
を
受
け
た
人
を
早
く
育
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時
代
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

―
―

　

誰
で
も
判
事
、
検
事
に
な
れ
た
の
で
す
か
？

　

本
間　

試
験
が
な
い
で
す
か
ら
（
笑
）。
当
時
は
公
務

員
も
裁
判
官
も
試
験
制
度
が
な
く
て
、
明
治
17
年
に
初
め

て
試
験
制
度
が
で
き
る
ん
で
す
。
弁
護
士
も
当
初
は
資
格

が
な
い
。
弁
護
士
を
当
時
は
代
言
人
と
言
っ
て
い
た
ん
で

す
が
、
明
治
９
年
に
代
言
人
試
験
制
度
が
は
じ
ま
っ
た
ん

で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
も
素
人
に
毛
が
生
え
た
よ
う
な
試
験

し
か
や
っ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
が
明
治
13
年
に
代
言
人
規
則
が
改
正
さ
れ
、
本
格

的
な
試
験
制
度
に
変
わ
る
わ
け
で
す
。
で
も
当
時
、
法
学

教
育
を
行
っ
て
い
た
の
は
、
司
法
省
法
学
校
と
東
京
大
学

法
学
部
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
一
通
り
の
教
育
を
終
え
る
ま

で
８
年
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
教
育
シ
ス
テ
ム
だ
と
十
分
な
需
要
を
満
た
す

有澤秀重准教授

本間修平教授
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こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
、
速
成
コ
ー
ス
が
司
法
省
と

東
大
に
も
で
き
る
ん
で
す
が
、
文
部
省
が
教
育
統
制
を
行

い
ま
し
て
、
最
も
高
級
な
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
は
東
京
大
学

と
い
う
こ
と
で
、
司
法
省
法
学
校
を
切
る
ん
で
す
ね
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
法
学
教
育
が
足
り
な
い
と
い
う
事
情
も

あ
っ
て
、
私
立
の
法
律
学
校
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。

「
私
立
五
大
法
律
学
校
」
が
誕
生

創
立
者
18
人
は
弁
護
士
や
官
員
ら

　

―
―

　

最
初
に
で
き
た
の
は
、
ど
こ
で
す
か
？

　

本
間　

専
修
大
学
で
す
。
そ
れ
以
前
に
も
小
さ
な
塾
は

あ
る
ん
で
す
が
、
本
格
的
な
法
律
学
校
は
明
治
13
年
の
専

修
学
校
で
す
。
英
米
法
系
で
す
ね
。
そ
れ
に
次
い
で
翌
14

年
に
司
法
省
法
学
校
の
卒
業
生
た
ち
が
つ
く
る
明
治
法
律

学
校
（
明
治
大
学
）、
明
治
15
年
に
東
京
法
学
校
（
法
政

大
学
）
が
で
き
て
、
少
し
ず
つ
機
運
が
高
ま
っ
て
い
く
ん

で
す
ね
。
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田
大
学
）
が
15
年
で
、

英
吉
利
法
律
学
校
の
中
央
大
学
が
18
年
。
明
治
22
年
に
は

日
本
法
律
学
校
が
で
き
ま
し
た
。
今
の
日
本
大
学
で
す
。

　

―
―

　

「
私
立
五
大
法
律
学
校
」
と
言
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
が
…
。

　

本
間　

専
修
、
明
治
、
法
政
、
早
稲
田
、
中
央
で
す
ね
。

　

―
―

　

英
吉
利
法
律
学
校
は
増
島
六
一
郎
先
生
を
は
じ

め
、
18
人
の
少
壮
の
法
律
家
（
注
１
）
が
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
18
人
と
い
う
の
は
多
い
で
す
ね
。

　

本
間　

中
心
に
な
っ
た
の
は
増
島
六
一
郎
、
高
橋
一
勝
、

高
橋
健
三
、
岡
山
兼
吉
の
４
人
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
―
―

　

社
会
的
に
ど
う
い
う
立
場
の
人
達
だ
っ
た
の
で

す
か
。

　

本
間　

増
島
六
一
郎
は
弁
護
士
で
す
。
東
大
で
講
師
も

し
て
い
ま
し
た
。
岡
山
兼
吉
も
当
時
で
言
う
代
言
人
、
弁

護
士
で
す
。高
橋
一
勝
も
弁
護
士
で
す
。高
橋
健
三
は
官
員
、

役
人
で
す
ね
。
18
人
の
中
に
は
役
人
だ
っ
た
人
も
多
い
で

す
が
、
そ
の
後
、
弁
護
士
に
転
じ
た
人
も
多
い
ん
で
す
。

創
立
者
の
大
半
が
東
大
で
英
法
学
ぶ

イ
ギ
リ
ス
法
の
日
本
で
の
普
及
目
指
す

　

―
―

　

英
吉
利
法
律
学
校
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ

イ
ギ
リ
ス
法
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

　

本
間　

こ
れ
は
ま
た
難
し
い
と
こ
ろ
で
し
て
…
（
笑
）。

英
吉
利
法
律
学
校
を
つ
く
っ
た
の
は
、
初
代
校
長
の
増
島

六
一
郎
ら
18
人
で
す
が
、
こ
の
う
ち

の
ほ
と
ん
ど
が
東
京
大
学
法
学
部
に

か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
第
二
代
校

長
と
な
り
ま
し
た
菊
池
武
夫
は
、
東

京
開
成
学
校
（
東
京
大
学
の
前
身
）

時
代
の
明
治
８
年
に
文
部
省
の
派
遣

留
学
生
で
ア
メ
リ
カ
（
ボ
ス
ト
ン
大

学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
）
に
留
学
し
ま

す
。
翌
年
に
穂
積
陳
重
が
イ
ギ
リ
ス

（
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
）
に
留
学
す

る
。
増
島
も
明
治
14
年
に
イ
ギ
リ
ス

の
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
に
入
学
し
ま

す
。
高
橋
健
三
の
よ
う
に
東
京
大
学

法
学
部
を
中
退
し
た
人
も
い
ま
す
か

ら
、
全
員
が
卒
業
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど
が

東
京
大
学
に
か
か
わ
っ
た
人
達
で
す
ね
。

　

東
京
大
学
は
英
法
教
育
が
中
心
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
い

ま
す
と
、
前
身
の
東
京
開
成
学
校
時
代
に
英
、
独
、
仏
と

語
学
を
教
え
て
い
ま
し
た
が
、
外
国
人
教
師
を
招
く
に
は

お
金
が
か
か
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
ど
れ
か
一
つ
に
絞
り
ま

し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
世
界
で
一
番
広
く
使
わ
れ
て
い

る
英
語
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
、
イ
ギ
リ
ス
法
か
と
言
う
と
、
イ
ギ
リ
ス
が
当
時

の
日
本
と
最
も
関
係
が
深
い
国
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
法
の
こ
と
で
お
話
し
ま
す
と
、
司

法
省
法
学
校
は
最
初
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
を
教
え
て
い
た
ん

で
す
ね
。
司
法
省
で
法
典
編
纂
に
取
り
組
む
わ
け
で
す
が
、

そ
の
時
の
モ
デ
ル
が
フ
ラ
ン
ス
法
典
な
ん
で
す
。

初代校長・増島六一郎
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従
い
ま

し
て
、
フ

ラ
ン
ス
法

を
真
似
す

る
に
は
フ

ラ
ン
ス
法

の
教
育
を

行
っ
て
、

人
材
を
養

成
し
な
く

て
は
な
ら

な
い
と
い

う
こ
と
で
、

司
法
省
法

学
校
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
で
教
育
を
行
っ
て
い
た
ん
で
す
。

そ
の
卒
業
生
た
ち
が
明
治
と
か
法
政
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
。

　

―
―

　

中
央
の
場
合
は
東
大
と
い
う
こ
と
で
す
ね
？

　

本
間　

東
大
系
と
い
う
こ
と
で
す
。
専
修
の
場
合
は
英

米
法
系
で
す
け
れ
ど
も
、
つ
く
っ
た
人
が
ア
メ
リ
カ
に
留

学
し
た
人
が
中
心
な
の
で
、
英
米
法
系
で
は
あ
り
ま
す
が
、

東
大
と
の
つ
な
が
り
は
あ
ま
り
強
く
な
い
ん
で
す
。

　

―
―

　

英
吉
利
法
律
学
校
は
東
大
系
と
い
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
か
。

　

有
澤　

東
大
系
と
い
う
説
明
に
、
私
は
納
得
し
て
い
ま

せ
ん
。
ス
タ
ー
ト
は
そ
う
で
す
が
、
そ
の
ま
ま
現
代
ま
で

来
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。

　

本
間　

ま
と
め
て
言
う
な
ら
ば
、
東
大
を
出
た
人
達
が

イ
ギ
リ
ス
法
の
素
晴
ら
し
さ
に
着
目
し
て
、
こ
れ
を
日
本

に
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
英
吉
利
法
律
学
校
を
つ
く
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
実
地
応
用
」
に
優
れ
て
い
る
英
法

事
実
の
積
み
重
ね
で
で
き
た
判
例
法

　

―
―

　

東
京
大
学
法
学
部
は
明
治
11
年
か
ら
で
す
か
？

　

本
間　

明
治
11
年
に
第
１
期
卒
業
生
が
出
ま
す
。

　

―
―

　

ち
ょ
っ
と
調
べ
て
き
た
の
で
す
が
、
東
大
法
学

部
は
明
治
11
年
の
第
１
期
卒
業
生
か
ら
英
吉
利
法
律
学
校

が
で
き
る
前
の
明
治
17
年
ま
で
に
52
人
が
卒
業
し
て
い
て
、

そ
の
う
ち
12
人
が
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
設
に
参
加
さ
れ

た
そ
う
で
す
ね
。
圧
倒
的
に
東
大
系
で
す
ね
。

　

本
間　

そ
う
で
す
ね
。
英
吉
利
法
律
学
校
を
つ
く
っ
た

18
人
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
が
素
晴
ら
し
い
と
い
う
確
信
が

あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
法
を
体
系
的
に

ち
ゃ
ん
と
教
え
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
イ
ギ
リ
ス
法

の
特
徴
は
「
実
地
応
用
」
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
中
央
大
学
の
建
学
の
理
念
（
注
２
）
で
す
ね
。

　

イ
ギ
リ
ス
法
は
判
例
法
で
す
の
で
、
ど
う
い
う
事
実
が

あ
っ
て
、
そ
れ
に
ど
う
い
う
法
律
を
適
用
す
る
か
、
そ
れ

を
セ
ッ
ト
で
教
え
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
ま
す
と
、
事
情

が
い
ろ
い
ろ
違
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
法
の
適
用
原
理
が

身
に
つ
く
。
凄
く
応
用
力
に
富
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

有
澤　

ち
ょ
っ
と
本
間
先
生
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
（
笑
）。
当
時
の
近
代
法
と
い
う

の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ん
で
す
よ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ

カ
に
は
ふ
た
つ
の
違
う
流
れ
が
あ
っ
て
、
簡
単
に
言
う
と

大
陸
法
と
英
米
法
で
す
ね
。

　

大
陸
法
と
い
う
の
は
ド
イ
ツ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
ナ
ポ

レ
オ
ン
法
典
に
基
礎
を
お
く
。
英
米
法
と
い
う
の
は
文
字

通
り
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
で
す
。
大
陸
法
と
ど
こ
が
違

う
か
と
い
う
と
、
判
例
を
基
準
に
し
て
事
実
の
積
み
重
ね

で
で
き
て
い
る
。
今
回
の
事
件
は
、
あ
の
時
の
事
件
と
似

て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
の
処
理
の
仕
方
で
行
き
ま
し
ょ
う

と
い
う
も
の
で
す
。
第
何
条
で
は
、
と
条
文
に
照
ら
す
考

え
方
で
は
な
い
ん
で
す
。

　

本
間　

憲
法
も
民
法
も
何
も
な
い
ん
で
す
よ
。
簡
単
に

言
う
と
、
前
例
主
義
で
す
。
判
例
法
主
義
と
か
慣
習
法
主

義
と
い
う
も
の
で
、
憲
法
も
い
ろ
い
ろ
な
文
章
な
ど
の
積

み
重
ね
で
、
法
典
の
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。

事
件
を
研
究
し
、
実
社
会
に
活
か
す

判
例
法
主
義
で
問
題
に
柔
軟
に
対
処

　

―
―

　

「
実
地
応
用
」
と
い
う
の
は
、
判
例
法
主
義
か

ら
で
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
？

　

有
澤　

そ
う
で
す
ね
。
実
際
に
起
き
た
事
件
を
も
と
に

し
て
、
ど
う
い
う
ル
ー
ル
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
決
め

ら
れ
る
ん
で
す
。

　

本
間　

具
体
的
に
法
律
を
適
用
す
る
と
き
、
グ
レ
ー

ゾ
ー
ン
や
境
界
領
域
と
い
う
の
が
一
番
処
理
に
困
る
わ
け

で
す
。
そ
う
い
っ
た
と
き
に
、
実
例
と
し
て
今
ま
で
ど
の

よ
う
に
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ど

の
よ
う
に
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
研
究
が
、

常
に
教
育
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

―
―

　

事
実
経
過
を
き
ち
ん
と
追
う
こ
と
が
、
勉
強
の

英国ミドル・テンプル
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大
き
な
柱
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す

る
と
、
社
会
の
仕
組
み
が
お
の
ず
と
分
か
っ
て
く
る
と
…
。
　

有
澤　

そ
う
で
す
。
具
体
的
な
個
別
の
事
件
を
研
究
し

て
、
勉
強
し
て
、
そ
し
て
実
際
に
ど
の
よ
う
に
社
会
を
運

営
す
る
か
と
い
う
発
想
を
す
る
こ
と
を
「
実
地
応
用
」
と

称
し
た
。

　

判
例
と
い
う
の
は
応
用
し
た
結
果
で
す
よ
ね
。
こ
ん
な

事
件
が
あ
っ
て
こ
う
や
り
ま
し
た
、
と
い
う
記
録
で
す
か

ら
。
と
こ
ろ
が
大
陸
法
は
発
想
が
違
う
ん
で
す
よ
。
ル
ー

ル
を
バ
シ
ッ
と
決
め
る
と
、
あ
り
え
な
い
事
件
で
あ
っ
て

も
起
こ
っ
た
場
合
に
は
処
理
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
と
い

う
発
想
か
ら
体
系
的
に
や
る
。
第
一
条
第
何
項
、
と
い
う

形
で
体
系
を
作
る
ん
で
す
ね
。

　

本
間　

ち
ょ
っ
と
脱
線
し
ま
す
が
、
例
え
ば
イ
ン
ド
で

は
、
ど
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
法
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必

要
が
な
い
ん
で
す
ね
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
す
か
ら
。

ア
ジ
ア
の
国
々
は
、
植
民
地
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
ど

う
い
う
法
を
選
ぶ
か
と
い
う
選
択
の
自
由
が
な
い
ん
で
す
。

日
本
だ
け
は
選
択
の
自
由
が
あ
っ
た
。

　

有
澤　

と
こ
ろ
が
ね
、
日
本
で
英
米
法
を
採
用
す
る
に

し
て
も
、
基
礎
に
な
る
伝
統
が
違
い
ま
す
か
ら
、
イ
ギ
リ

ス
法
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
持
っ
て
く
る
の
に
は
き
つ
い
も

の
が
あ
っ
た
。

　

本
間　

明
治
18
年
の
段
階
で
は
、
選
択
肢
と
し
て
は
フ

ラ
ン
ス
法
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
ん
で
す
。

　

菅
原　

た
だ
、
国
際
社
会
は
や
は
り
イ
ギ
リ
ス
が
中
心

と
な
っ
て
動
い
て
い
た
わ
け
で
す
よ
。
し
か
も
日
本
は
イ

ギ
リ
ス
と
一
番
関
係
が
深
い
わ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
ペ

リ
ー
が
日
本
を
開
国
さ
せ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
は
日
英

関
係
が
柱
を
な
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
、
さ
っ
き
出
た
「
実
地
応
用
」
で
す
ね
。
そ
れ

を
重
視
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
教
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

本
間　

イ
ギ
リ
ス
法
を
勉
強
す
れ
ば
、
実
際
に
問
題
に

ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
一
番
柔
軟
に
対
処
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

身
近
な
問
題
を
処
理
で
き
る
人
材
育
成

原
書
科
で
、
英
語
で
学
ぶ
コ
ー
ス
も

　

菅
原　

隣
の
家
の
木
の
枝
が
、
わ
が
家
に
伸
び
て
き
て
、

切
っ
て
い
い
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
身
近
な
問
題
に
対
処

で
き
る
よ
う
な
人
を
育
て
て
い
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

本
間　

隣
か
ら
、
タ
ケ
ノ
コ
が
生
え
て
き
た
と
き
に
食

べ
て
い
い
か
と
か
（
笑
）。

　

有
澤　

江
戸
時
代
だ
っ
て
タ
ケ
ノ
コ
は
生
え
て
い
ま
し

た
か
ら
ね
（
笑
）。
食
べ
て
い
い
か
ど
う
か
は
、
江
戸
時

代
以
前
の
慣
習
と
か
、
い
ろ
ん
な
お
定
め
で
決
ま
っ
て
い

た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
や
め
て
、
世
界
共
通

の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
い
こ
う
と
決
め
た
か
ら

に
は
、
も
う
必
死
で
学
ぶ
し
か
な
い
で
し
ょ
。
今
ま
で
の

自
分
達
の
経
験
や
慣
習
は
役
に
た
た
な
い
と
な
っ
た
わ
け

で
す
ね
。

　

―
―

　

東
大
法
学
部
は
当
時
、
英
語
で
教
え
て
い
た
そ

う
で
す
が
、
英
吉
利
法
律
学
校
は
日
本
語
で
教
え
て
い
た

と
い
う
の
は
ど
う
し
て
な
の
で
す
か
？

　

本
間　

英
語
で
教
え
る
の
が
大
変
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

司
法
省
法
学
校
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
教
え
て
い
る
ん
で
す
よ
。

学生記者のインタビューに答える3人の先生
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英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
の
に
４
年
間
か
か
り
ま
す
。

８
年
コ
ー
ス
と
い
い
ま
す
け
ど
、
そ
の
う
ち
４
年
間
は
語

学
な
ん
で
す
。

　

当
時
は
法
律
に
対
す
る
知
識
が
な
い
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
、
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
何
て
訳
す
か
と
い
う
こ
と
も

決
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
段
階
だ
と
日
本
語
で
教
え

ら
れ
な
い
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
外
国
人
教
師
に

頼
っ
て
授
業
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
を
、
だ
ん
だ
ん
と
日
本
語
で
教
え
ら
れ
る
よ
う
に

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
準
備
期
間
が
あ
っ
て
、
よ
う
や

く
日
本
語
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
が
明
治
10
年
代
で
す
。

た
だ
、
英
吉
利
法
律
学
校
が
特
殊
な
の
は
、
日
本
語
で
教

え
な
が
ら
、
他
方
、
き
ち
ん
と
し
た
英
法
教
育
を
す
る
に

は
英
語
で
な
き
ゃ
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
19
年
に

「
原
書
科
」
と
い
う
私
立
大
学
で
は
滅
多
に
な
い
英
語
で

法
学
を
学
ぶ
コ
ー
ス
を
作
っ
た
ん
で
す
。

評
判
が
悪
か
っ
た
当
時
の「
代
言
人
」

悪
風
除
去
し
、
立
派
な
弁
護
士
育
て
る

　

―
―

　

増
島
六
一
郎
は
じ
め
18
人
の
創
立
者
は
、
人
格

教
育
に
熱
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
…
。

　

本
間　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
法
律
を
教
え
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
日
本
に
は
、
当
時
の
代
言
人
、
弁
護
士
な

ん
て
も
の
は
社
会
に
認
め
ら
れ
な
い
存
在
だ
っ
た
ん
で
す

よ
。
昔
か
ら
で
す
が
、
争
い
ご
と
を
お
金
儲
け
の
手
段
に

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
礼
金
を
目
的
に
紛
争
を
起
こ
し
た

り
す
る
と
か
、
で
す
ね
。
全
て
の
弁
護
士
が
そ
う
い
う
わ

け
で
は
な
い
で
す
け
ど
ね
。

　

と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
弁
護
士
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ

ン
と
し
て
高
い
尊
敬
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
な
の
で
イ
ギ

リ
ス
の
弁
護
士
は
非
常
に
高
い
自
覚
を
持
っ
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。こ
れ
こ
そ
日
本
に
欠
け
て
い
る
も
の
だ
と
、な
っ

た
わ
け
で
す
。

　

日
本
の
弁
護
士
、
当
時
の
代
言
人
が
あ
ま
り
に
も
評
判

が
悪
す
ぎ
る
の
で
、
こ
れ
を
改
善
し
な
い
と
世
の
中
よ
く

な
ら
な
い
、
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

　

そ
う
い
う
点
で
増
島
六
一
郎
は
開
校
式
（
明
治
18
年
９

月
19
日
）
の
挨
拶
で
、
代
言
人
の
悪
風
、
悪
い
風
習
は
教

育
を
通
じ
て
除
去
す
る
。
立
派
な
弁
護
士
を
育
て
あ
げ
、

従
来
の
よ
う
な
品
格
の
な
い
金
儲
け
を
目
的
と
し
た
弁
護

士
じ
ゃ
な
い
者
を
育
て
る
。
そ
れ
が
自
分
達
の
希
望
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
非
常
に
人
格
教
育
に

増
島
六
一
郎
は
熱
意
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　
―
―

　

18
人
は
志
を
ひ
と
つ
に
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。

　

有
澤　

中
央
大
学
の
場
合
は
、
慶
応
や
早
稲
田
の
よ
う

に
創
立
者
に
ヒ
ー
ロ
ー
と
い
う
人
は
い
な
い
で
す
よ
。
一

人
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
く
て
、
チ
ー
ム
な
ん
で
す
ね
。
18

人
の
若
き
法
律
家
の
チ
ー
ム
な
ん
で
す
。

　

菅
原　

創
立
１
０
０
周
年
の
こ
ろ
に
、「
カ
ン
パ
ニ
ー

精
神
」
と
い
う
言
い
方
で
、
建
学
の
精
神
の
ひ
と
つ
の
特

徴
を
あ
げ
て
い
る
ん
で
す
。

　

―
―

　

カ
ン
パ
ニ
ー
精
神
と
い
う
の
は
？

　

菅
原　

18
人
が
、
み
ん
な
で
学
校
を
運
営
し
て
い
こ
う
、

と
い
う
発
想
で
す
ね
。

　

有
澤　

今
の
政
治
学
の
言
葉
で
言
え
ば
ア
ソ
シ
エ
イ

シ
ョ
ン
で
し
ょ
う
ね
。
要
す
る
に
チ
ー
ム
で
共
同
し
て
や

る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
積
極
的
な
意
味
を
置
く
べ
き
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

菅
原　

今
も
「
オ
ー
ル
中
央
」
と
い
う
標
語
が
あ
り
ま

す
け
ど
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、「
カ
ン
パ
ニ
ー

精
神
」
と
創
立
１
０
０
周
年
の
こ
ろ
に
言
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

有
澤　

危
機
意
識
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
誰
が
目
立
と

う
と
か
、
誰
が
取
り
仕
切
ろ
う
と
か
、
と
い
う
競
争
な
ん

て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
18
人
を
支
え
た
の
は
、「
早

く
、
こ
の
国
を
な
ん
と
か
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
と
い
う

危
機
意
識
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

注
１
：
創
立
者
は
増
島
六
一
郎
、
高
橋
一
勝
、
岡
山
兼
吉
、

高
橋
健
三
、
岡
村
輝
彦
、
山
田
喜
之
助
、
菊
池
武

夫
、
西
川
鉄
次
郎
、
江
木
衷
、
磯
部
醇
、
藤
田
隆

三
郎
、
土
方
寧
、
奥
田
義
人
、
穂
積
陳
重
、
合
川

正
道
、
元
田
肇
、
渡
辺
安
積
、
渋
谷
慥
爾
の
18
人
。

注
２
：
東
京
府
に
提
出
さ
れ
た
英
吉
利
法
律
学
校
設
置
願

の
「
本
校
設
置
ノ
目
的
」
で
は
、「
邦
語
ニ
テ
英

吉
利
法
律
学
ヲ
教
授
シ
、
其
実
地
応
用
ヲ
習
練
セ

シ
ム
ル
ニ
ア
リ
ト
ス
」
と
あ
る
。
ま
た
『
朝
野
新

聞
附
録
』
に
掲
載
さ
れ
た
英
吉
利
法
律
学
校
設
置

広
告
で
は
、「
実
地
応
用
ノ
素
ヲ
養
フ
」
と
あ
る
。

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
構
成
】

学
生
記
者　

野
村
茉
莉
亜
（
商
学
部
３
年
）

石
川
可
南
子
（
法
学
部
２
年
）

堀
滝
登
（
文
学
部
２
年
）

＋
編
集
室


