
｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潔

し
亜

2004
･
6
Pg
薄

｣

_

｢

小
林
善
文
著

近
代
中
図
に
お
け
る
教
育
の
普
及
と
改
革
に

関
す
る
研
究

蔭

山

雅

博

■■

一

は

じ

め

に

筆
者
小
林
善
文
民
は
後
学
の
徒
で
あ
-
､
不
挨
不
屈
の
人
で
あ
る
｡
大
学

卒
業
後
'
永
-
高
校
の
教
育
現
場
に
あ

っ
た
同
氏
は
学
問
研
究
の
道
を
断
ち

切
る
こ
と
が
で
き
ず
'

一
念
馨
起
'
母
校
の
京
都
大
学
大
学
院
に
進
学
さ
れ

た
｡
同
大
学
院
博
士
後
期
課
程
を
修
了
さ
れ
て
以
降
も
ポ
ス
ト
に
め
ぐ
ま
れ

ず
､
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
高
校
の
教
諭
職
に
あ
る
こ
と
凡
そ
十
年
､
専
任

教
員
と
し
て
大
学
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
四
十
五
歳
の
春
で
あ
る
｡
こ
の
間
の

経
済
的
困
窮
と
精
神
的
消
耗
の
度
合
い
は
筆
舌
に
蓋
-
し
難
い
｡
し
か
し
な

が
ら
､
持
ち
前
の
強
敵
な
髄
力
と
精
神
力
を
馨
拝
し
て
逆
境
に
立
ち
向
か
い
､

よ
-
こ
れ
を
克
服
､
優
れ
た
研
究
業
績
を
相
次
い
で
馨
表
さ
れ
て
い
る
｡
本

書
は
､
こ
れ
ら
に
加
筆
訂
正
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
-
､
積
年
の
汗
と
涙

の
結
晶
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡

119

二

本
書

の
全
膿
像

(
一
)

本
書
の
目
次

序
章

第

一
節

中
国
近
代
教
育
史
研
究
の
動
向

第
二
節

本
書
の
方
針

第

一
章

初
等
教
育
の
制
度
改
革
と
連
用
情
況
を
め
ぐ

っ
て

第

一
節

清
末
か
ら
民
国
初
期
の
初
等
教
育

第
二
節

五
四
以
降
の
初
等
教
育
の
展
開

第

二
章

初
等
教
員
の
組
合
運
動
-

一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
-

は
じ
め
に

第

一
節

初
等
教
員
を
と
-
ま
-
環
境

第
二
節

初
等
教
員
の
組
織
と
資
格
を
め
ぐ

っ
て

第
三
節

初
等
教
員
の
経
済
闘
争
を
め
ぐ

っ
て

小

結

第
三
華

中
等
教
育
改
革
の
理
念
と
現
薯

は
じ
め
に

第

一
節

清
末
か
ら
民
囲
初
期
の
中
学
教
育

第
二
節

新
学
制
の
制
定
を
め
ぐ

っ
て

第
三
節

学
制
改
革
の
意
義
と
影
響

小
結

第

四

章

北
京
大
学
の
改
革
と
察
元
培
-
改
革
の
成
果
を
守
る
闘
い
を
中

心
に
-

第

一
節

京
師
大
学
堂
か
ら
北
京
大
学

へ

第
二
節

二
〇
年
代
前
半
の
北
大
防
衛
闘
争

第
三
節

二
〇
年
代
後
半
の
北
大
防
衛
闘
争
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小
結

第
五
章

女
子
教
育
の
馨
展
と
論
争

は
じ
め
に

第

一
節

酒
末
か
ら
民
国
初
期
に
お
け
る
中
国
女
子
教
育

第
二
節

五
四
連
動
時
期
の
中
囲
女
子
教
育

第
三
節

一
九
二
〇
年
代
の
中
囲
女
子
教
育

小

結

第
六
章

黄
炎
培
と
職
業
教
育
連
動

は
じ
め
に

第

一
節

職
業
教
育
連
動
の
成
立

第
二
節

中
華
職
業
教
育
社
の
職
業
教
育
運
動

第
三
節

職
業
教
育
連
動
に
お
け
る
新
た
な
道

第
四
節

郷
村
建
設
連
動
と
中
華
職
業
教
育
社

小
結

第
七
章

五
四
時
期
の
平
民
教
育
運
動

は
じ
め
に

第

一
節

平
民
教
育
連
動
の
馨
生

第
二
節

五
四
時
期
に
お
け
る
連
動
の
馨
生

小
結

第
八
章

妾
陽
初
に
み
る
平
民
教
育
連
動
の
郷
村

へ
の
展
開

は
じ
め
に

第

一
節

婁
陽
初
と
中
華
平
民
教
育
促
進
合
総
合

第
二
節

婁
陽
初
と
走
願
の
郷
村
建
設
賓
験

小
結

第
九
章

陶
行
知
に
み
る
平
民
教
育
連
動
の
郷
村

へ
の
展
開

は
じ
め
に

第

一
節

陶
行
知
と
平
民
教
育
連
動

第
二
節

陶
行
知
と
暁
荘
師
範
-
郷
村
建
設

へ
の
道

第
三
節

陶
行
知
と
山
海
工
学
圏
-
郷
村
建
設
と
教
育

小
結

第

一
〇
章

梁
激
浜
に
み
る
郷
村
建
設

へ
の
造

は
じ
め
に

第

一
節

梁
激
浜
の
郷
村
建
設
構
想
の
特
色

第
二
節

郷
村
建
設
理
論
の
具
牒
化
を
め
ぐ

っ
て

第
三
節

郷
村
建
設
の
賓
態
と
意
義

小

結

終
章

(
二
)

各
章
の
要
旨
と
論
鮎

本
書
は
全
十
二
章
を
以

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
､
終
章
を
除
-
各
章
と

も
猫
立
し
た
論
敦
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
こ
こ
で
は
各
章
の
要
旨
と
と
も
に
､

そ
れ
ぞ
れ
の
論
敦
の
論
鮎
に
つ
い
て
も
解
れ
る
こ
と
と
す
る
｡

序
章
は

｢改
革

･
開
放
｣
政
策
下
の
近
代
教
育
史
研
究
の
動
向
を
概
観
し

(-
)

た
も
の
で
あ
る
｡
本
書
を
ま
と
め
る
に
際
し
､
あ
ら
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た

部
分
で
あ
る
｡
要
鮎
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡

中
園
に
お
け
る
こ
こ
数
年
来
の
近
代
教
育
史
研
究
は
､
す
で
に
従
来
の
革

命
史
に
従
属
す
る
教
育
史
研
究
か
ら
脱
け
だ
し
､
猫
自
な
研
究
方
法
と
野
象

を
有
す
る
学
問
領
域

へ
と
成
熟
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
新
傾
向
を
準
備
し
た

の
は
､
陳
学
悔
や
未
有
職
他
の
教
育
史
研
究
者
で
あ
-
､
『中
国
近
代
教
育

史
教
学
参
考
資
料
』
(陳
学
拘
主
編

･
全
三
筋
)
､
『中
国
近
代
学
制
史
料
』
､
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『中
国
近
代
教
育
史
資
料
匪
編
』
(宋
有
職
主
編

･
全
七
研
)
等
を
は
じ
め

と
す
る
資
料
集
の
編
纂

･
刊
行
が
興

っ
て
力
あ
っ
た
｡
そ
の
後
､
中
国
教
育

史
学
舎
は
近
代
教
育
史
研
究
の
一
層
の
深
化
を
囲
る
べ
-
､
特
殊
テ
ー
マ
別

研
究
､
地
域
別
教
育
史
研
究
､
比
較
教
育
史
研
究
､
教
育
思
想
史
研
究
に
着

手
､
そ
の
成
果
を
相
次
い
で
世
に
問
う
て
い
る
｡
『中
国
近
代
教
育
論
叢
書
』

(菓
立
群
他
編
)
､
『中
囲
近
現
代
教
育
家
系
列
研
究
』
(遼
寧
教
育
出
版
社
)
'

『中
国
教
育
近
代
化
叢
書
』
(田
正
平
他
主
編
)
､
『中
国
教
育
制
度
通
史
』

(山
東
教
育
出
版
社
)
､
『中
国
教
育
思
想
通
史
』
(田
正
平
他
編
)
な
ど
の

シ
リ
ー
ズ
が
そ
れ
で
あ
る
｡

他
方
､
中
囲
近
代
教
育
史
像
の
再
構
築
を
試
み
る
研
究
も
現
れ
て
い
る
｡

『中
囲
教
育
史
』
(孫
培
青
圭
編
)
､
『中
囲
近
代
教
育
史
』
(鄭
登
雲
主
編
)
､

『中
国
近
代
学
制
比
較
研
究
』
(全
林
群
他
編
)
等
が
そ
れ
で
あ
る
｡
ま
た
､

中
国
近
代
教
育
史
上
の
室
自
部
分
で
あ
る
民
団
教
育
史
の
解
明
に
も
力
を
入

れ
て
い
る
よ
う
で
､
『民
団
教
育
史
』
(李
華
興
主
編
)
､
『中
囲
民
団
教
育

史
』
(満
開
文
著
)
､
『民
団
時
期
的
教
育
』
(何
国
華
著
)
等
の
注
目
に
値
す

る
研
究
成
果
が
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
研
究
は
共
通
し
て

｢解
放
｣
前
中
園
に
お
け
る
近
代
教
育
史
研
究
の
蓄
積
を
尊
重
す
る
姿
勢
が

見
ら
れ
る
｡

も
っ
と
も
､
す
べ
て
の
中
国
教
育
史
研
究
書
が
こ
う
し
た
新
傾
向
を
示
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
-
､
従
来
の
教
育
史
概
説
書
と
同
様
､
革
命
史
の
論
理

で
教
育
史
を
叙
述
す
る
テ
キ
ス
ト
も
未
だ
少
な
-
な
い
｡
王
柄
照

(北
京
師

範
大
学
教
育
系
教
授

･
大
学
院
指
導
教
授
)
主
編
の

『中
国
近
代
教
育
史
』

は
そ
の
典
型
的
事
例
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
日
本
に
お
け
る
中
囲
近
代
教
育
史
研
究
の
動
向
を
見
る
と
､
阿

部
洋
に
よ
-

『中
囲
近
代
学
校
史
研
究
-

清
末
に
お
け
る
近
代
学
校
制
度

の
成
立
過
程
』
(
一
九
九
三
年
二
月

福
村
書
店
)
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
､

中
堅

･
若
手
研
究
者
の
中
国
近
代
教
育
史
研
究
は
大
い
に
進
展
し
た
｡
そ
れ

以
後
､
若
手

･
中
堅
研
究
者
に
よ
-
本
格
的
な
学
術
書
が
相
次
い
で
上
梓
さ

れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
う
ち
特
に
注
目
す
べ
き
は
､
周

一
川

(
『中
国
人
女

性
の
日
本
留
学
史
研
究
』
)
､
江
娩

(
『清
未
申
国
労
日
教
育
視
察
の
研
究
』
)
､

熊
達
雲

(
『近
代
中
囲
官
民
の
日
本
観
察
』
)
等
の
留
日
中
図
人
研
究
者
で
あ

-
'
彼
ら
の
異
撃
な
研
究
活
動
は
や
が
て
中
団
に
お
け
る
近
代
教
育
史
研
究

に
好
影
響
を
及
ぼ
し
､
日
中
間
の
学
術
交
流
を

一
層
緊
密
化
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
｡

以
上
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
お
-
､
序
章
の
論
述
は
中
園
に
お
け
る
こ
こ
数

年
来
の
近
代
中
囲
教
育
史
研
究
の
紹
介
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
｡
研
究

動
向
の
交
通
整
理
を
と
お
し
て
著
者
の
教
育
認
識
の
枠
組
み
と
中
国
教
育
史

上
の
時
期
直
分
の
あ
-
方
に
関
す
る
見
識
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
中
国
近
代
教

育
史
研
究
に
と
っ
て
､
中
国
近
代
史
上
の
時
期
直
分

(清
末
期

･
辛
亥
革
命

期

･
五
四
時
期

･
国
民
革
命
期
)
は
有
数
で
あ
る
か
ど
う
か
､
各
時
期
の
教

育
事
象
を
多
角
的
且
つ
構
造
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
､
中
国

教
育
法
制
史
上
の
時
期
直
分

(欽
定
学
堂
章
程

･
奏
定
学
堂
章
程

･
壬
子
学

制

･
壬
戊
学
制

･
戊
辰
学
制
)
と
の
関
係
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
な
ど
を
視

野
に
い
れ
た
動
向
研
究
で
あ
-
､
そ
こ
に
は
中
囲
近
代
教
育
史
研
究
上
の
古

-
て
新
し
い
問
題
が
再
提
起
さ
れ
て
い
る
｡

第

一
章
は
､
初
等
教
育
普
及
事
業
に
伴
っ
て
馨
生
す
る
制
度
間
題
を
取
-

上
げ
た
も
の
で
あ
る
｡
周
知
の
と
お
-
'
中
囲
近
代
に
お
い
て
新
式
学
校
を

地
域
祉
合
に
根
付
か
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
｡
軍
閥
混
戦
が
頼
-
民
団

期
に
お
い
て
は
､
ハ
ー
ド
面
を
整
備
す
る
た
め
の
教
育
経
費
を
確
保
す
る
こ

と
も
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
が
､
民
衆
に
学
校
と
い
う
制
度

(
ス
ク
ー
ル
シ
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ス
テ
ム
)
に
野
す
る
理
解
を
求
め
､
子
供
に
就
学
の
機
合
を
提
供
す
る
こ
と

は
さ
ら
に
困
難
な
状
況
に
あ

っ
た
｡
学
校
運
営
に
必
要
不
可
鉄
な
教
育
経
費

を
民
衆
か
ら
徴
収
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
方
策
を
講
ず
る
べ
き
か
'
就

学
率
を
高
め
こ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
上
の
工
夫
が

必
要
か
な
ど
､
解
決
す
べ
き
問
題
は
枚
挙
に
達
が
な
い
の
で
あ
る
｡
本
論
敦

は
､
初
等
教
育
普
及
問
題
の
研
究
目
的
と
は
､
ス
ク
ー
ル
シ
ス
テ
ム
が
地
域

融
合
と
の
様
々
な
摩
擦
の
な
か
で
様
態
を
襲
え
て
ゆ
-
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
意

味
の
究
明
に
あ
る
こ
と
を
提
起
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ

れ
は
､
統
計
上
の
数
字
を
も

っ
て
初
等
教
育
の
普
及
状
況
を
短
絡
的
に
説
明

し
ょ
う
と
す
る
近
年
の
教
育
史
研
究
に
野
す
る
警
鐘
で
も
あ
る
｡

第
二
章
は
､
民
団
期
の
学
校
教
員
の
経
済
生
活
と
教
育
活
動
を
取
-
上
げ
'

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
必
要
最
低
限
の
程
と
候
件
を
獲
得
す
る
べ
-
､
彼
ら
が

経
済
闘
争
と
教
育
闘
争
に
突
入
し
て
ゆ
-
過
程
を
克
明
に
措
い
た
も
の
で
あ

る
｡
軍
閥
に
よ
る
政
治
支
配
が
永
-
檀
-
な
か
､
中
囲
教
育
界
は
中
央
政

府

･
地
方
政
府
と

一
定
程
度
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
､
時
に
は
敵
野
関
係
に

あ

っ
て
､
教
育
係
件
の
整
備
と
最
低
限
の
生
活
の
保
護
を
求
め
る
滞
日
な
動

き
を
展
開
し
て
い
た
が
､
彼
ら
が
た
ど
-
着
い
た
最
終
手
段
は

｢組
合
｣
の

結
成
で
あ
-
､
連
帯
し
て
経
済
闘
争
と
教
育
闘
争
に
勝
利
す
る
こ
と
で
あ

っ

た
｡
近
代
中
国
に
お
け
る
初
等
教
育
普
及
事
業
の
核
心
を
措
い
た
労
作
と
言

え
よ
う
｡

第
三
章
は
､
中
等
教
育
の
普
及
過
程
を
理
念
と
祝
宴
の
両
面
か
ら
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
近
代
学
校
制
度
に
お
け
る
中
等
教
育
問
題
､

即
ち
そ
の
位
置
づ
け
と
役
割
に
関
す
る
問
題
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
後
手
に

回
さ
れ
る
傾
向
が
強
-
､
未
解
決
状
態
に
あ
る
｡
今
日
に
お
い
て
も
非
先
進

諸
国

･
開
馨
途
上
国
で
は

((S
ecoロ
d
ary
E
du
cati
o
ロ
fo
r
A〓
))

を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
､
こ
れ
の
庶
民

へ
の
開
放
と
普
及
を
求
め
る
連
動
が
展
開
し
て
い
る
｡

近
代
中
団
に
お
い
て
も
状
況
は
同
様
で
あ
-
､
初
等
教
育
と
高
等
教
育
の
整

備

･
接
充
が
常
に
優
先
さ
れ
'
中
等
教
育
の
整
備

･
接
充
の
た
め
に
費
や
す

こ
と
の
出
来
る
時
間
的
､
財
政
的
徐
裕
は
な
か
っ
た
｡
本
論
敦
で
は
､
民
団

政
府
の
提
供
す
る
中
等
学
校

(制
度
)
と

一
般
民
衆
が
求
め
る
中
等
学
校

(制
度
)
の
乗
離
状
況
に
着
目
し
､
こ
れ
の
分
析
を
と
お
し
て
中
等
教
育
の

整
備
が
近
代
中
園
に
お
い
て
困
難
を
極
め
た
近
因
と
遠
国
を
論
じ
て
い
る
｡

第
四
章
は
､
中
園
を
代
表
す
る
高
等
教
育
機
関

･
北
京
大
学
を
取
-
上
げ
､

校
長
察
元
培
の
大
学
観

(大
学
の
理
念
と
運
営
の
あ
-
方
)
､
お
よ
び
学
問

観
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
､
北
京
大
学
が
近
代
大
学
と
し
て
整
備

･

接
充
さ
れ
て
ゆ
-
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
､
近
代

大
学
と
し
て
再
出
馨
し
た
北
京
大
学
の
改
革
事
業
を
永
-
支
え
て
い
た
の
は

代
理
校
長
に
就
任
し
た
薄
夢
麟
で
あ
る
｡
本
論
敦
に
お
い
て
も
蒋
夢
麟
の
事

績
は
言
及
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
本
論
敦
で
は
薄
の
近
代
中
囲
大

学
史
上
に
お
け
る
位
置
と
役
割
が
議
論
の
野
象
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
-
､
薄

の
事
績
を
と
お
し
て
蒋
元
培
の
め
ざ
し
て
い
た
大
学
改
革
の
内
賓
に
迫
ろ
う

と
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
今
後
さ
ら
に
'
こ
う
し
た
観
鮎
か
ら
の
研

究
が
進
み
､
歴
代
校
長
の
大
学
改
革
事
業
の
賓
態
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
､
察

元
培
の
構
想
し
た
近
代
大
学
の
全
憶
像
を
措
-
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ

～つ
〇第

五
章
は
､
中
囲
近
代
に
お
け
る
女
子
教
育
の
創
始
と
､
そ
の
後
の
展
開

状
況
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
資
料
的
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
､
中

国
の
侍
続
的
女
性
観
が
女
子
教
育
の
創
設
事
業
に
際
し
､
ど
の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
障
害
と
な

っ
て
い
た
の
か
､
ま
ず
こ
の
鮎
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
｡
創
始
以
後
の
女
子
教
育
は
順
調
に
進
展
し
た
わ
け
で
は
な
-
､
む
し
ろ

- 122-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潔

し
亜

2004
･
6
Pg
薄

｣

_

｢

■■

123

財
政
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
苦
難
が
待
ち
受
け
て
い
た
こ
と
､
啓
蒙

活
動
を
進
め
た
に
も
関
わ
ら
ず
､

一
般
民
衆
の
女
子
教
育
に
封
す
る
理
解
が

得
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
､
女
子
教
育
問
題
を
全
面
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は

中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
な
ど
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
｡

第
六
章
は
､
中
囲
近
代
の

一
時
期
に
顕
著
な
動
き
を
見
せ
る
職
業
教
育
連

動
を
取
-
上
げ
､
こ
れ
が
民
衆
と
そ
の
子
弟
に
生
き
る
た
め
の
糧
を
提
供
す

る

一
方
'
教
育
破
壊
を
-
い
止
め
る
最
善
の
方
策
で
あ

っ
た
こ
と
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
｡
本
論
敦
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
､
黄
炎
培
の
職
業
教
育
思

想
と
自
ら
設
立
し
た
中
華
職
業
教
育
社
の
職
業
教
育
普
及
連
動
を
民
族
産
業

の
馨
展
と
の
闘
わ
-
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
鮎
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
必
要
最

低
限
の
教
育
経
費
を
確
保
す
べ
-
､
黄
炎
培
と
中
華
職
業
教
育
社
の
展
開
し

た
地
道
な
教
育
活
動
の
足
跡
が
詳
細
に
掘
-
起
こ
さ
れ
て
お
-
､
こ
の
鮎
も

特
筆
に
値
す
る
｡

第
七
章
は
､
五
四
連
動
と
前
後
し
て
展
開
し
た
識
字
教
育
運
動
を
中
核
と

す
る
平
民
教
育
連
動
を
取
り
上
げ
､
そ
の
馨
生
経
緯
と
展
開
状
況
､
お
よ
び

そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
本
論
敦
で
は
､
識
字
教
育
連
動

を
掩

っ
た
北
京
師
範
大
学
と
北
京
大
学
の
学
生
に
ス
ポ
ッ
ト
を
常
て
､
各
個

別
々
に
賓
施
さ
れ
た
識
字
教
育
の
内
容
と
方
法
､
お
よ
び
民
衆
の
受
け
止
め

方
の
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
識
字
教
育
連
動
の
果
た
し
た

役
割
と
そ
の
限
界
に
迫

っ
て
い
る
｡

第
八
章
は
､
平
民
教
育
連
動
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ

っ
た
妾
陽
初
を
取

り
上
げ
､
平
民
教
育
連
動
の
限
界
を
克
服
す
る
べ
-
､
妾
が
平
民
教
育
連
動

か
ら
郷
村
教
育
連
動

へ
の
輯
換
を
囲
る
に
至

っ
た
経
緯
､
お
よ
び
郷
村
教
育

連
動
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
本
論
敦
で
は
､
妾
陽
初
が
平

民
教
育
連
動
の
挫
折
の
要
因
を
､
農
村
の
疲
弊
状
況
を
省
み
ず
､
教
育
家
が

そ
れ
ぞ
れ
の
理
想
と
す
る
識
字
教
育
を
強
行
に
推
し
進
め
た
こ
と
に
あ
る
と

認
識
し
､
や
が
て
農
民
と
生
活
を
共
に
し
な
が
ら
､
識
字
教
育
の
あ
-
方
を

農
民
の
希
求
す
る
郷
村
建
設
と
の
闘
わ
-
に
お
い
て
模
索
す
る
に
至
る
経
緯

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
欧
米
教
育
に
精
通
し
､
近
代
教
育
の
導
入
に
積

極
的
で
あ

っ
た
妾
陽
初
の
意
識
改
革
の
過
程
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
｡

第
九
章
は
､
｢中
国
近
代
教
育
の
父
｣
と
仰
が
れ
る
陶
行
知
を
取
-
上
げ
､

多
岐
に
わ
た
る
陶
の
教
育
活
動
の
う
ち
異
彩
を
放

つ
識
字
教
育
運
動
の
薯
態

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
周
知
の
と
お
-
､
陶
行
知
の
教

育
思
想
や
教
育
書
践
に
関
す
る
研
究
は
､
日
中
両
園
の
研
究
者
に
よ
っ
て
積

極
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
｡
い
ず
れ
の
研
究
も
概
し
て
陶
行
知
の
識
字
教
育

運
動
と
教
育
賓
践
に
野
す
る
許
債
は
高
い
｡
本
論
敦
で
は
､
こ
う
し
た
従
来

の
陶
行
知
像
や
評
債
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
-
'
陶
の
推
進
し
た
識
字
教
育

運
動
､
お
よ
び
薯
験
学
校
で
展
開
し
た
教
育
書
践
を
妾
陽
初
や
梁
淑
浜
の
そ

れ
ら
と
比
較
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
､
陶
行
知
の
識
字
教
育
運
動
や
教
育
書

践
の
性
格
と
特
質
に
迫
-
､
従
来
の
陶
行
知
評
債
の
相
野
化
を
囲
ろ
う
と
し

て
い
る
｡

第

一
〇
章
は
､
郷
村
建
設
連
動
の
推
進
者
と
し
て
著
名
な
梁
激
浜
を
取
-

上
げ
､
郷
村
の
基
層
を
確
立
す
る
た
め
に
は
農
民
に
野
す
る
識
字
教
育
や
子

弟
に
野
す
る

一
定
程
度
の
初
等
教
育
が
必
性
不
可
紋
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
､

満
目
な
理
論
に
も
と
づ
い
た
郷
村
教
育
を
賓
践
す
る
に
至
る
経
緯
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
本
論
敦
で
は
､
農
民
の
学
校
制
度

(
ス
ク
ー
ル
シ
ス

テ
ム
)
に
封
す
る
不
信
感
と
中
国
固
有
の
私
塾
制
度

(教
育
シ
ス
テ
ム
)
に

封
す
る
信
頼
感
を
目
の
昔
た
-
に
し
て
､
梁
激
浜
が
民
意
の
反
映
さ
れ
る
学

校
制
度
や
教
師
と
生
徒
の
人
間
的
鯛
れ
合
い
､
お
よ
び
相
互
学
習
や
自
学
自
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習
を
重
視
す
る
学
校
教
育

(郷
村
教
育

･
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
シ
ス
テ

ム
)
を
構
想
し
て
ゆ
-
姿
を
措
い
て
い
る
｡

三

本
書
の
特
色
と
今
後
の
研
究
課
題

す
で
に
本
書
を
構
成
す
る
各
章
の
論
鮎
を
指
摘
し
た
が
､
あ
ら
た
め
て
こ

れ
ら
を
ま
と
め
る
と
本
書
の
特
色
と
今
後
の
研
究
課
題
は
次
の
よ
う
に
な
る
｡

(
一
)

第

一
章
-
第
五
章

(前
半
部
分
)
と
第
六
章
-
第

一
〇
章

(後
午
部

分
)
で
は
論
調

(ト
ー
ン
)
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

前
者
で
は
､
中
囲
近
代
に
お
け
る
教
育
普
及
の
歩
み
を
教
育
運
動
史
､
あ
る

い
は
教
育
闘
争
史
の
立
場
か
ら
論
述
さ
れ
て
い
る
｡
教
育
普
及
事
業
の
過
程

に
お
い
て
､
理
想
と
現
害
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
む

一
方
､
こ
れ
の
解
消
と
克

服
を
求
め
て
権
力
と
格
闘
す
る
教
育
者
の
姿
に
光
が
普
て
ら
れ
て
い
る
｡
従

来
の
中
国
近
代
教
育
史
研
究
に
は
見
ら
れ
な
い
斬
新
な
手
法
で
は
あ
る
が
､

や
や
も
す
れ
ば
教
育
普
及
事
業
を
達
成
す
る
た
め
の
唯

一
の
手
段
が
権
力

(政
治
)
に
野
す
る
闘
争

(政
治
)
に
あ
る
と
す
る
鰹
制
還
元
的
な
論
敦
と

受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
｡
教
育
者
に
よ
る

｢組
合
｣
活
動
を
論
ず
る
際

に
も
､
教
育
の
内
的
事
項
に
関
す
る

｢組
合
｣
内
で
の
議
論
を
で
き
る
限
-

言
及
し
て
頂
き
た
か
っ
た
｡

後
者
で
は
､
劣
悪
な
教
育
環
境
の
な
か
､
様
々
な
教
育
家
や
教
育
者
に
よ

っ
て
展
開
さ
れ
る
教
育
普
及
事
業
と
そ
の
成
果
の
位
相
､
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ

の
限
界
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
､
教
育
普
及
事
業
に
功
績
の
あ

っ

た
教
育
家
や
教
育
者
の
事
績
が
彼
ら
の
思
想
信
候
や
政
治
的
立
場
の
違
い
を

越
え
て
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
数
年
来
､
中
国
教
育
界
は
近
代

教
育
家
や
教
育
者
に
封
す
る
評
債
の
見
直
し
作
業
を
進
め
て
い
る
が
､
本
書

は
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
-
､
努
め
て
客
観
的
な
評
債
を
下
し
て
い
る

(
2
)

よ
う
に
思
わ
れ
る

｡

(二
)

本
書
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
'
満
目
な
中
国
近
代
教
育
史
像
の
再
構
築

に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
序
章
は
そ
の
た
め
の
基
礎
作
業
で
あ
る
｡

そ
こ
で
は
､
教
育
事
象
を
よ
-
多
角
的
且
つ
構
造
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
中

囲
教
育
法
制
史
上
の
時
期
直
分
を
中
囲
近
代
政
治
史
上
の
時
期
直
分
に
組
み

入
れ
る
べ
き
か
､
中
囲
近
代
政
治
史
上
の
時
期
直
分
を
中
囲
教
育
法
制
史
上

の
時
期
直
分
に
取
-
入
れ
る
べ
き
か
､
そ
の
あ
-
方
が
模
索
さ
れ
て
い
る
｡

今
後
､
思
索
が

一
層
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
｡

(≡
)

中
囲
近
代
教
育
史
像
の
再
構
築
､
即
ち
従
来
の
中
囲
近
代
教
育
史
の

認
識
枠
組
み
の
捉
え
直
し
を
す
る
た
め
に
､
教
育
制
度

(教
育
理
念
)
史
研

究
か
ら
教
育
害
態
史
研
究

へ
の
樽
換
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
教

育
者
と
見
童
生
徒

(非
識
字
成
人
を
含
む
)
の
閲
で
展
開
す
る
日
常
の
教
育

営
為
こ
そ
が
教
育
史
研
究
の
封
象
で
あ
-
､
こ
う
し
た
研
究
の
積
み
重
ね
が

あ

っ
て
そ
の
時
期
の
教
育
の
質
と
量
､
即
ち
教
育
の
全
憶
像
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
登
想
が
伺
わ
れ
る
｡
著
者
の
永
年
に
わ
た
る
様
々
な
教
育

経
験
が
こ
う
し
た
登
想
を
醸
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
極
め
て
重
大
な
提
言
で

あ
る
が
､
本
書
の
各
論
敦
と
も
日
常
の
教
育
営
為
に
関
す
る
叙
述
は
概
し
て

淡
泊
で
あ
る
｡

(四
)

各
章
を
構
成
す
る
い
ず
れ
の
論
敦
も
､
教
育
事
象
に
関
す
る
因
果
関

係
の
説
明
が
精
微
で
あ
る
｡
教
育
事
象
の
馨
生
経
緯
､
そ
の
後
の
展
開
と
結

果
を
で
き
る
限
-
克
明
に
追
求
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
｡
論
敦
の
精
微
さ

を
高
め
る
べ
-
､
本
書
は
普
該
時
期
に
馨
刊
さ
れ
た
各
種

｢新
聞
｣
記
事
を

積
極
的
に
活
用
し
て
い
る
｡
｢新
聞
｣
記
事
に
つ
い
て
言
え
ば
こ
れ
も
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
､
今
昔
を
問
わ
ず
'
偏
向
や
誤
報
が
少
な
-
な
い
｡
こ
れ
を

理
由
に
研
究
者
は

｢新
聞
｣
記
事
の
活
用
を
嫌
忌
す
る
傾
向
に
あ
る
｡
し
か
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し
な
が
ら
､
本
書
は

｢新
聞
｣
記
事
の
活
用
に
際
し
て
は
細
心
の
注
意
を
拭

い
､
信
悪
性
の
あ
る
生
き
た
情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
､
こ
れ

を
最
大
限
活
用
し
､
論
敦
の
精
微
さ
を
高
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
｢新
聞
｣

記
事
の
信
悪
性
を
得
る
ま
で
の
他
者
に
は
目
に
見
え
な
い
根
気
強

い
作
業
に

は
敬
意
を
表
し
た
い
｡

(五
)

手
堅

い
薯
謹
研
究
で
あ
る
が
故
に
､
本
書
は
初
学
者
に
と

っ
て
も

様
々
な
鮎
に
お
い
て
良
き
お
手
本
と
な

っ
て
い
る
｡
こ
こ
数
年
来
､
中
国
教

育
史
研
究
を
志
す
大
学
院
生
や
若
手
研
究
者
は
微
槍
傾
向
に
あ
り
､
喜
ば
し

い
限
-
で
は
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
中
国
現
代
教
育

史
研
究
､
あ
る
い
は
現
状
紹
介
や
現
状
分
析
に
力
鮎
を
置
-
現
代
教
育
研
究

に
集
中
し
て
い
る
｡
中
囲
前
近
代
教
育
史
､
あ
る
い
は
近
代
教
育
史
研
究
に

敬
-
組
む
若
手
研
究
者
は
決
し
て
多
-
は
な
い
｡
そ
の
理
由
は
､
高
校
の
国

語
教
育
は
も
と
よ
-
大
学
の
学
部
教
育
に
お
い
て
､
中
国
の
古
典
や
近
代
文

書

(時
文
等
)
を
讃
解
す
る
機
合
が
ほ
と
ん
ど
提
供
さ
れ
ず
､
従

っ
て
中
国

の
古
典
や
近
代
文
書
の
讃
解
能
力
が
育
成
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ

の
た
め
､
中
国
近
代
に
興
味
関
心
は
あ
る
も
の
の
こ
れ
を
敬
遠
す
る
傾
向
に

あ
る
｡
ま
た
､
中
囲
近
代
教
育
史
研
究
を
志
し
て
い
る
数
少
な
い
若
手
研
究

者
の
讃
解
能
力
も
決
し
て
十
分
で
は
な
い
｡
本
書
は
､
近
代
文
書
の

｢書
き

下
し
｣
文
や
現
代
語
諾
､
お
よ
び
近
代
文
書
の
引
用
の
仕
方
な
ど
､
い
わ
ゆ

る
薯
謹
研
究
の
作
法
が
随
所
に
示
さ
れ
て
お
り
､
こ
の
鮎
に
お
い
て
本
書
は

特
に
良
き
お
手
本
と
な

っ
て
い
る
｡

註(
-
)

｢改
革

･
開
放
｣
政
策
下
の
中
国
に
お
け
る
中
囲
近
代
教
育
史
研

究
の
動
向
に
つ
い
て
は
､
以
下
の
論
敦
が
あ
る
｡
田
正
平

｢中
団
に

お
け
る
教
育
史
の
研
究
動
向
｣
『国
立
教
育
研
究
所
研
究
集
録
』
第

二

l
鋸
､

一
九
九

〇
年
九
月
､
九
七

-
l
〇
八
頁
｡
拙
稿

｢教
育
史

に
お
け
る
時
代
直
分
と
教
育
の
認
識
枠
組
み
の
問
い
直
し
｣
『日
本

の
教
育
史
学
』
第
三
五
集
､

一
九
九
二
年

一
〇
月
､
二

一
七

-
二
二

二
頁
｡

(
2
)

本
書
と
こ
れ
を
構
成
す
る
各
章
の
奮
稿
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
'

本
書
の
特
色
と
刊
行
の
意
義
を
論
じ
た
も
の
に
高
田
幸
男
の
書
評
が

あ
る
｡
『
ア
ジ
ア
教
育
史
研
究
』
第

二

一戟

(
二

〇
〇
三
年
三
月
)

を
参
照
さ
れ
た
い
｡

二
〇
〇
二
年

二

一月

東
京

汲
古
書
院

A
五
判

四
九
四
頁

一
五

〇
〇
〇
囲
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