
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
ド
イ
ツ
諸
大
学
に
お
け
る
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史
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歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
導
入
と
の
関
連
で
一

森

田

猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
一
九
平
話
に
お
け
る
大
学
の
歴
史
学
教
師
の
ひ
と
り
と
し
て
と
ら
え
、
彼
の
教
育
活
動
全
体
を
同
蒋
代
の
ド
イ
ツ

諸
大
学
に
お
け
る
歴
史
学
教
育
と
の
関
係
に
お
い
て
位
置
付
け
、
そ
の
特
徴
、
意
義
に
つ
い
て
史
学
史
的
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
ド
イ
ツ
諸
大
学
に
お
け

る
歴
史
学
は
、
講
座
が
置
か
れ
た
哲
学
部
の
専
門
学
部
昇
格
を
機
に
、
専
門
化
を
推
進
し
、
専
門
教
育
の
確
立
と
そ
の
制
度
化
に
努
め
て
き
た
。
ジ
ー
ベ

ル
に
よ
る
国
家
施
設
と
し
て
の
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
導
入
は
、
そ
の
具
体
的
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
教
育
の
動
向

が
、
国
家
に
よ
る
教
育
・
研
究
の
馴
致
を
も
た
ら
し
、
国
家
の
無
制
約
の
強
大
化
を
許
す
こ
と
を
洞
察
し
て
、
む
し
ろ
、
社
会
に
根
差
し
た
教
育
を
志
し

た
。
そ
れ
は
、
国
家
権
力
に
た
い
す
る
抑
止
力
と
な
る
べ
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
社
会
の
基
盤
で
あ
る
「
教
養
あ
る
帯
民
」
を
育
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

醸
的
を
果
た
す
も
の
こ
そ
、
市
民
的
基
礎
教
育
と
し
て
の
歴
史
学
教
育
と
そ
の
方
法
と
し
て
の
「
文
化
史
学
」
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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年
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は
　
じ
　
め
　
に

「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
学
問
と
い
う
営
為
に
貢
献
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
単
な
る
個
人
的
感
慨
を
吐
き
出
そ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

彼
は
教
師
で
あ
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
半
世
紀
を
通
じ
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
も
っ
と
も
高
い
意
味
に
お
い
て
大
学
の
歴
史
の
教
師
で
あ
っ
た
。
」



ブルクハルトとドイツ諸大学における歴史学教育（森田）

　
一
九
三
六
年
に
ガ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ぞ
ヅ
ト
ぱ
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
本
質
を
こ
の
よ
う
に
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
ナ
チ
ス
政
権
下
の
野
干
し

た
状
況
下
に
お
い
て
、
彼
は
、
か
つ
て
ド
イ
ツ
が
世
界
強
国
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
て
い
た
時
期
に
、
ひ
と
り
の
ド
イ
ツ
系
ス
イ
ス
人
が
何
を

考
え
、
そ
し
て
何
を
意
図
し
て
い
た
の
か
を
鋭
く
洞
察
し
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
研
究
は
、
こ
の
レ
ー
ヴ
ィ
ッ

ト
の
言
葉
を
事
実
上
無
視
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
多
く
の
研
究
が
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
他
の
歴
史
家
と
同
様
、
歴
史
研
究
者
の
ひ
と
り
と

し
て
扱
い
、
そ
の
観
点
か
ら
彼
の
業
績
を
評
価
し
、
解
釈
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
自
身
は
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
正
教
授

に
就
任
し
た
と
き
に
、
大
学
に
お
け
る
講
義
・
講
演
に
専
念
す
る
た
め
に
著
作
活
動
を
断
念
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
経

歴
は
『
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』
の
公
刊
（
一
八
六
〇
年
）
を
も
っ
て
事
実
上
終
了
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
研
究
は
、

講
義
・
講
演
と
著
作
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
伝
記
上
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
を
看
過
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
歴
史
教

育
者
た
ら
ん
と
し
た
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
本
人
の
意
図
を
も
無
視
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
研
究
は
、
講
義
・
講
演
原
稿
の
原
典
批
判
版
や
全
書
簡
集
の
刊
行
、
ケ
ー
ギ
に
よ
る
未
刊
史
料
を
駆
使
し
た
学
術
的

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
伝
記
執
筆
に
よ
っ
て
、
豊
富
な
基
本
史
料
を
前
提
に
多
様
な
方
向
に
成
果
を
収
め
て
き
て
い
る
。
と
く
に
注
昌
さ
れ
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
で

哲
学
的
観
点
か
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
文
化
史
学
を
史
学
史
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
、
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

価
し
よ
う
と
す
る
レ
ー
ト
リ
ン
窯
・
男
心
三
ぎ
ら
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
文
化
史
学
の
史
学
理
論
史
、
文
化
史
学

史
と
い
っ
た
史
学
内
に
お
け
る
位
置
付
け
に
成
功
し
、
そ
の
理
念
と
叙
述
方
法
に
新
た
な
解
釈
を
提
供
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

文
化
史
学
が
も
っ
た
史
学
外
的
状
況
と
の
関
係
、
と
く
に
同
時
代
の
具
体
的
な
状
況
の
な
か
で
担
お
う
と
し
た
社
会
的
役
割
、
教
育
的
機
能
を

軽
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
教
育
者
た
ろ
う
と
し
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
自
身
の
意
図
か
ら
文
化
史
学
を
切
り
離
し
て
解
釈
し
て
き
た
従
来

の
研
究
史
の
欠
陥
を
如
実
に
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
地
方
大
学
の
教
壇
に
立
ち
続
け
た
教
師
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
い
う
漢
然
た
る
イ

メ
ー
ジ
は
い
ま
や
一
般
に
定
着
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
視
座
の
中
心
に
据
え
た
研
究
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
教
育

活
動
の
詳
細
な
実
態
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
が
提
嘱
し
た
文
化
史
学
は
、
彼
の
教
育
活
動
と
の
具
体
的
な
関
係
が
闘
確
に
さ
れ
て
は
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じ
め
て
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
史
上
の
問
題
点
に
農
園
し
つ
つ
、
上
記
の
基
本
史
料
に
依
拠
し
な
が
ら
、
大
学
に
お
け
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
教
育
活
動

と
そ
れ
を
さ
さ
え
た
思
想
と
を
「
史
学
史
的
」
に
考
察
し
、
そ
の
な
か
で
彼
が
提
唱
し
た
文
化
史
学
を
評
価
す
る
こ
と
を
本
稿
は
景
象
と
す
る
。

こ
こ
で
い
う
史
学
史
的
考
察
と
は
、
狭
義
の
史
学
思
想
史
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
家
と
い
う
専
門
家
集
団
の
動
向
、
さ
ら
に
そ
れ
に
関
係

を
も
つ
諸
組
織
・
制
度
、
社
会
状
況
・
体
制
な
ど
、
史
学
内
外
の
諸
要
素
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
総
合
的
に
歴
史
学
の
歴
史
を
探
究
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
と
行
動
が
も
つ
ド
イ
ツ
史
学
界
と
の
裏
返
し
の
連
関
性
と
、
彼
の
営
為
と
密
接
な
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
つ
文
化
史
学
の
社
会
的
教
育
的
機
能
と
が
新
た
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
学
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
史

学
界
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
諸
状
況
を
再
考
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
従
来
孤
高
の
存
在
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
が
、
同
時
代
の
諸
状
況
に
深
い
関
わ
り
を
も
ち
、
そ
の
理
解
に
不
可
欠
な
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
こ
と
も
こ
の
研
究
か
ら

明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
が
強
調
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
教
育
者
と
し
て
の
側
面
は
、
長
大
な
伝
記
を
著
し
た
ケ
ー
ギ
に
よ
っ
て
さ

え
十
分
に
評
価
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
さ
に
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
と
行
動
と
を
全

体
と
し
て
と
ら
え
る
上
で
必
須
の
側
面
な
の
で
あ
る
。
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①
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⑧
講
義
草
稿
の
原
典
批
判
版
な
ど
の
基
本
史
料
刊
行
以
来
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
研
究

　
が
多
様
化
す
る
な
か
で
、
彼
本
来
の
意
図
、
講
義
計
画
を
尊
重
し
、
こ
れ
に
つ
い

　
て
論
究
す
る
研
究
も
徐
々
に
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
を

　
参
照
。
岸
田
達
也
「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
『
歴
史
の
研
究
に
つ
い
て
』
1
「
新
稿
」

　
の
「
序
論
」
の
構
成
を
中
心
と
し
て
i
」
『
史
叢
』
第
四
八
号
、
一
九
九
二
年
。

④
＜
σ
q
野
峯
＝
書
ω
涛
似
二
二
貯
讐
こ
d
霞
。
導
貧
象
ω
ω
仲
9
二
一
嶺
貯
α
興
囚
妾
言
お
？

　
。
。
。
三
。
多
多
。
ξ
。
｛
9
護
瓢
。
・
。
一
ρ
智
一
三
毎
＆
。
算
・
。
”
二
選
誕
ま
ミ
¢
、
ミ
寒
ミ
宇

　
薦
題
ら
ミ
“
ミ
3
切
阜
＄
（
H
㊤
G
Q
『
）
∴
嵜
一
7
0
訟
ぴ
。
茎
℃
ミ
画
欺
覇
ミ
馬
ミ
馬
ミ
蔦

　
笥
ミ
馬
ミ
§
恥
§
葡
ミ
田
鼠
“
ミ
じ
ご
軸
§
ぎ
窺
ミ
馬
（
℃
P
Y
℃
二
昌
8
8
＝
削
り
8
∴

　
嘗
護
⇔
三
繊
。
9
昼
腎
8
翻
し
σ
ミ
昏
ぎ
ミ
ミ
覧
幻
袋
ミ
ミ
贈
り
ミ
き
ミ
無
∴
馬
ミ
き
↑

　
ミ
喧
§
行
書
忘
ミ
ぴ
§
飾
ζ
σ
霧
。
二
§
∴
舅
ユ
①
焦
号
剛
こ
p
£
璽
孫
譲
ミ
、
§



　
㌻
き
翫
ミ
竃
馬
ミ
ミ
簡
奪
鄭
魯
ミ
ミ
ミ
象
ミ
慾
ミ
無
§
黛
ミ
ミ
轟
き
ミ
ミ
嘱
§
ミ
寒
鳶

電
執
b
奪
誘
§
．
切
ミ
暮
ミ
h
恥
・
秘
＝
ミ
戚
』
ミ
執
｝
ミ
ミ
き
O
ぴ
三
一
護
。
冨
一
〇
り
蒔
．

⑤
高
等
教
育
の
歴
史
学
授
業
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
・
形
態
を
と
り
つ
つ
、
史

実
の
み
な
ら
ず
史
学
的
思
考
方
法
や
史
掌
研
究
方
法
の
伝
授
を
も
秀
才
と
し
て
い

る
。
そ
れ
故
、
史
実
の
低
達
を
主
な
目
的
と
す
る
初
等
・
中
等
教
育
の
「
歴
史
教

育
」
と
区
別
し
、
こ
れ
を
「
歴
史
学
教
育
」
と
総
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
　
バ
ー
ゼ
ル
に
お
け
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
教
育
活
動
と
文
化
史
学

ブルクハルトとドイツ諸大学における歴史学教育（森田）

　
一
八
五
八
年
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
バ
ー
ゼ
ル
大
学
哲
学
部
の
歴
史
学
正
教
授
に
就
任
し
た
。
こ
の
大
学
に
お
け
る
彼
の
職
務
内
容
は
つ
ぎ
の

三
種
の
教
育
活
動
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
大
学
に
お
け
る
講
義
、
大
学
予
科
勺
飲
α
斜
α
q
o
σ
q
ぎ
昌
に
お
け
る
授
業
、
公
開
講
演

で
あ
る
。
　
こ
の
職
務
内
容
は
、
他
の
ド
イ
ツ
諸
大
学
哲
学
部
教
官
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
特
異
な
印
象
を
受
け
る
。
と
く
に
大
学
予
科
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
授
業
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
の
一
八
一
七
／
八
年
改
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
改
革
は
一
九
世
紀
の
ド

イ
ツ
諸
大
学
全
体
が
経
験
し
た
大
き
な
大
学
改
革
の
ひ
と
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
大
学
各
組
織
の
な
か
で
も
っ
と
も
伝
統
と
の
断
絶
を
経
験

し
た
も
の
は
哲
学
部
で
あ
り
、
従
来
、
こ
れ
は
神
学
・
法
学
・
医
学
の
専
門
三
学
部
へ
の
基
礎
教
育
課
程
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
改
革
期
に
専
門

学
部
と
同
格
化
さ
れ
た
。
哲
学
部
が
専
門
学
部
に
昇
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
基
礎
教
育
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
上
級
学
年
に
委
ね
、
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

部
教
官
が
専
門
研
究
と
職
業
教
育
と
い
う
新
し
い
役
割
を
期
待
さ
れ
た
の
が
、
ド
イ
ツ
諸
大
学
に
お
け
る
改
革
の
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

バ
ー
ゼ
ル
大
学
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
哲
学
部
が
組
織
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
基
礎
教
育
の
役
割
を
放
棄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
哲
学
部

の
教
官
が
依
然
と
し
て
基
礎
教
育
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
含
む
哲
学
部
教
官
は
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

大
学
と
の
間
に
設
置
さ
れ
た
基
礎
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
予
科
に
お
け
る
職
務
を
兼
任
す
る
義
務
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
学
入
学
以
前
の
生
徒
に
た
い
す
る
基
礎
教
育
を
大
学
に
お
け
る
講
義
と
並
行
し
て
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
独
特
な
経
験
に
よ
っ
て
、
ブ
ル

ク
ハ
ル
ト
は
中
等
教
育
と
高
等
教
育
の
両
者
、
す
な
わ
ち
教
養
あ
る
市
民
層
の
教
育
全
体
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ

の
問
題
点
と
の
関
係
か
ら
自
ら
の
歴
史
教
育
者
と
し
て
の
役
割
を
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が
教
育
の
最
大
の
問
題
と
考
え
た
も
の
は
、
大
学
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④

入
学
後
の
学
生
の
「
古
典
語
離
れ
」
で
あ
る
。
伝
統
的
な
基
礎
教
育
方
法
で
あ
り
、
中
等
教
育
の
根
幹
を
な
す
古
典
語
教
育
は
、
大
学
入
学
資

格
を
得
る
た
め
の
卒
業
試
験
の
最
重
要
科
目
と
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
こ
の
教
育
を
形
骸
化
す
る
結
果
に
つ
な
が
っ
た
。
古
典
語

は
こ
の
国
家
教
育
資
格
を
得
る
単
な
る
手
段
と
化
し
、
資
格
取
得
以
降
の
教
養
あ
る
市
民
の
生
活
は
、
古
典
と
は
別
の
原
理
に
よ
っ
て
営
ま
れ

て
い
た
。
こ
こ
に
、
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
分
断
お
よ
び
基
礎
教
育
の
形
骸
化
と
い
う
問
題
状
況
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、

歴
史
学
教
育
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ニ
ー
チ
ェ
に
あ
て
た
書
簡
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
を

示
し
て
い
る
。

　
　
　
「
わ
た
し
は
大
学
予
科
の
教
師
ピ
。
冨
臼
そ
し
て
大
学
の
教
師
σ
o
o
o
簿
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
わ
た
し
は
歴
史

　
　
学
を
、
世
界
史
と
い
う
も
の
の
下
に
大
げ
さ
に
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
を
教
え
る
た
め
で
は
な
く
、
本
質
的
に
基
礎
教
育
的
な
科
目
鷲
。
℃
鑑
Φ
亀
の
。
げ
＄

　
　
司
9
魯
と
し
て
教
え
て
き
た
。
そ
の
後
の
い
か
な
る
種
類
の
学
修
に
と
っ
て
も
基
盤
と
し
て
不
可
欠
な
骨
組
を
わ
た
し
は
人
々
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
⑤

　
　
い
。
」

　
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
歴
史
学
を
他
大
学
に
お
け
る
よ
う
な
専
門
教
育
の
科
目
と
し
て
で
は
な
く
、

基
礎
教
育
の
そ
れ
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
基
礎
教
育
と
い
う
言
葉
は
積
極
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

歴
史
学
教
育
は
形
骸
化
し
た
古
典
語
教
育
を
補
完
す
る
だ
け
で
な
く
、
中
等
教
育
を
経
て
高
等
教
育
を
受
け
た
者
全
員
が
習
得
す
べ
き
も
の
で

あ
り
、
教
養
あ
る
市
民
の
内
的
本
質
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
そ
の
よ
う
な
基
礎
教
育
科
目
と
し
て
の

歴
史
学
の
講
義
に
お
い
て
絶
え
ず
説
い
た
こ
と
は
、
古
典
を
中
心
と
し
た
過
去
の
文
物
が
文
献
学
や
専
門
歴
史
学
を
専
攻
し
な
い
大
半
の
学
生

に
と
っ
て
も
活
用
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
専
門
家
の
た
め
の
歴
史
研
究
方
法
と
し
て
提
唱
し
た
も
の
が
、
彼
自
身
が
用
い
た

．「

ｶ
化
史
学
囚
巳
窪
お
㊦
ω
。
ぼ
。
澤
①
」
の
方
法
で
あ
っ
た
。

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
考
え
る
文
化
史
学
の
第
一
の
特
徴
は
、
専
門
化
し
た
学
問
す
な
わ
ち
学
術
と
し
て
の
形
態
を
意
識
的
に
と
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
あ
る
。
学
術
釣
な
体
系
性
、
磁
密
性
は
忌
避
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た
専
椚
曲
な
方
怯
は
蒋
完
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
特
殊
専
潤
釣
な
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訓
練
や
資
格
も
必
要
と
さ
れ
ず
、
古
典
語
教
育
を
受
け
た
者
な
ら
だ
れ
で
も
、
史
料
を
読
む
だ
け
で
こ
の
分
野
の
「
研
究
者
」
の
一
員
と
な
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化
史
学
が
通
常
の
歴
史
学
と
も
っ
と
も
異
な
る
点
は
、
そ
の
研
究
が
探
究
考
の
自
己
認
識
に
つ
な
が
る
点
で
あ
り
、
そ

の
研
究
対
象
が
個
々
の
事
件
・
事
実
に
で
は
な
く
、
史
料
全
体
か
ら
感
得
し
え
る
過
去
の
人
間
の
考
え
方
、
も
の
の
見
方
に
お
か
れ
て
い
る
点

　
　
⑥

で
あ
る
。
過
去
の
内
面
に
こ
そ
歴
史
の
「
実
質
的
な
内
容
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
恒
常
的
で
く
り
か
え
さ
れ
る
類
型
的
な
事
柄
は
、
一
回

的
な
事
柄
よ
り
も
高
い
価
値
と
「
確
実
性
」
を
も
っ
と
い
う
独
特
な
見
解
を
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
示
し
て
い
る
。
リ
ュ
ー
ゼ
ン
夢
野
留
窪
も
指

摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
方
法
を
通
じ
て
研
究
の
専
門
分
化
に
よ
っ
て
喪
失
状
態
に
あ
る
統
一
的
・
全
体
的
な
歴
史
像
を
確
保
し
、
そ
れ
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
歴
史
が
本
来
も
つ
べ
き
教
育
機
能
を
保
持
す
る
こ
と
に
彼
の
ね
ら
い
は
あ
っ
た
。
歴
史
が
も
つ
教
育
機
能
と
は
全
体
性
を
も
っ
た
歴
史
像
と

そ
の
内
面
化
を
媒
介
に
し
た
現
在
に
お
け
る
自
己
認
識
で
あ
る
。
こ
の
文
化
史
学
に
お
け
る
第
一
級
史
料
に
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
を
彼

が
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
古
典
古
代
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
史
的
自
己
認
識
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ

　
　
　
　
　
⑧

て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
同
時
代
の
事
象
を
つ
ね
に
全
ヨ
…
ロ
ッ
パ
史
的
視
点
か
ら
評
価
し
、
考
察
し
う
る
と
い
う
精
神
の
「
客
観
性
」

を
そ
の
個
人
が
受
け
取
る
だ
け
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
精
神
の
連
続
性
を
保
持
す
る
と
い
う
役
割
を
も
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
古
典
語
を
解
し
、
真
に
歴
史
研
究
を
な
し
う
る
唯
一
の
階
層
た
る
教
養
あ
る
市
民
の
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
「
特
別
な
義
務
」
を
意
味
し

て
い
る
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
考
え
た
。
彼
の
講
義
は
、
こ
の
よ
う
な
市
立
的
自
己
認
識
を
可
能
と
す
る
非
専
門
的
な
歴
史
研
究
を
勧
め
、
こ
れ

に
示
唆
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
観
点
か
ら
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
市
民
に
た
い
す
る
公
開
講
演
に
労
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
理
由
も
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
大
学
予
科
に

お
け
る
授
業
は
大
学
入
学
以
前
の
、
そ
し
て
公
開
講
演
は
大
学
卒
業
後
の
歴
史
学
教
育
を
そ
れ
ぞ
れ
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
大
学
に
お
け
る
講

義
を
中
心
と
し
な
が
ら
こ
の
三
者
は
、
教
養
あ
る
市
民
の
生
涯
に
わ
た
っ
た
教
育
に
寄
与
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
用
い

た
文
化
史
学
の
方
法
は
、
市
民
教
育
と
し
て
の
歴
史
学
教
育
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
市
民
教
育
を
志
し
た
彼
が
活
動
の
場
と
し
て
バ
ー

ゼ
ル
大
学
を
選
ん
だ
、
仙
と
に
は
必
然
性
が
あ
っ
た
。
当
時
の
バ
…
ゼ
ル
大
学
は
、
市
民
と
の
密
接
な
関
係
に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
る
大
学
で
あ
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⑩

つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
バ
ー
ゼ
ル
大
学
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
教
育
活
動
は
、
同
時
代
の
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ

の
忠
心
に
た
い
す
る
か
ぎ
は
、
一
八
七
二
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
か
ら
の
招
請
を
固
辞
し
た
際
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
。
そ
れ
は
、
「
ま
っ
た
く
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
な
自
分
の
方
法
の
た
め
に
、
わ
た
し
は
大
き
な
大
学
よ
り
も
小
さ
な
大
学
に
向
い
て
い
る
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

書
簡
の
な
か
で
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
術
的
な
方
法
を
と
ら
な
か
っ
た
文
化
史
学
と
「
小
さ
な
大
学
」
で
あ
る
バ
ー
ゼ
ル
大
学
と

の
結
び
つ
き
を
示
竣
す
る
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
の
「
大
き
な
大
学
」
に
た
い
す
る
痛
烈
な
批
判
を
内
に
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
述

べ
ら
れ
た
小
さ
な
大
学
と
大
き
な
大
学
と
の
比
較
は
、
こ
れ
以
降
も
彼
が
自
分
自
身
の
教
育
者
と
し
て
の
立
場
を
い
い
あ
ら
わ
す
と
き
に
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
ず
用
い
た
点
で
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
示
し
た
市
民
的
基
礎
教
育
と
し
て
の
歴
史
学
（
文
化
史
学
）
を
史
学
史
的
に
評
価

す
る
た
め
に
は
、
彼
が
拒
否
し
た
大
き
な
大
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
た
教
育
と
く
に
歴

史
学
教
育
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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①
改
革
の
概
要
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
も
の
を
参
照
。
〉
目
島
。
霧
ω
欝
魯
①
鼠
ρ
U
δ

　
⇔
三
〈
窪
。
。
一
薮
け
。
コ
霧
⑦
一
N
郁
〉
昌
h
器
σ
q
O
Φ
ω
一
り
陰
｝
冨
こ
一
貯
く
㊦
ひ
似
一
3
冨
N
目
旨

　
ω
雷
窄
。
酔
臼
田
凶
胃
。
菊
0
9
，
σ
q
騨
三
。
。
ρ
自
。
罫
一
ヨ
一
帥
7
器
一
◎
。
一
Q
。
「
貯
”
し
彰
禽
馬
ミ
昏
一
騎
－

　
h
ミ
ミ
濤
唖
9
逡
ミ
q
ミ
恥
ミ
畑
乱
ミ
馬
ミ
、
§
窮
ぎ
§
§
（
し
⇒
N
Ω
》
．
）
、
し
彰
α
’
詔
・

②
　
℃
簿
窪
い
∈
回
£
器
①
戸
的
。
無
窺
合
舞
ミ
“
ミ
馬
亀
ミ
§
ミ
象
ぎ
§
縛
蕎
ミ
こ
9
M
“
＄
畢

　
鋤
騎
審
、
目
r
製
Ω
黛
賦
コ
σ
q
窪
H
O
Q
Q
P
o
q
．
ざ
ド
望
田
幸
男
監
訳
『
ド
イ
ツ
学
校
社

　
会
史
概
観
』
望
洋
書
房
、
一
九
九
五
年
、
九
八
頁
。

⑧
　
大
学
予
科
（
一
八
【
七
1
八
○
年
）
は
、
一
五
才
か
ら
一
八
才
の
大
学
進
学
予

　
定
者
を
中
心
に
教
育
す
る
バ
ー
ゼ
ル
市
の
古
典
語
系
中
等
学
校
で
あ
る
が
、
い
わ

　
ゆ
る
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
と
は
組
織
上
賜
確
に
区
別
さ
れ
る
。
教
官
の
大
半
は
大
学
哲

　
学
部
正
夢
授
が
兼
任
し
、
学
校
長
を
お
か
ず
、
大
学
事
務
局
構
成
員
が
議
長
を
つ

　
と
め
る
教
授
弔
い
魯
話
二
巳
幕
σ
q
ピ
罎
が
一
κ
・
の
管
理
に
あ
た
る
（
離
器
σ
q
凶
㌔
鳶
二

　
ご
ヴ
9
㌍
ω
・
ω
・
。
α
）
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
大
学
哲
学
部
の
下
へ
の
延
長
組
織
と
み
な

　
し
て
間
違
い
な
い
。

④
　
冒
8
σ
切
目
。
ζ
影
三
♂
　
縛
肋
§
§
ミ
龍
　
§
券
恥
　
（
O
≦
．
）
覧
切
α
●
＜
、
切
霧
9

　
お
刈
Q
。
、
ω
辱
二
．

⑤
切
評
し
ロ
α
．
＜
吻
ω
』
認
♂
多
多
鼠
①
α
二
。
7
Z
富
ぐ
胡
。
9
〈
o
ヨ
誤
■
勾
。
σ
鉢
○
。
謡
’

⑥
O
ミ
‘
切
阜
く
b
ω
■
自
．

⑦
さ
ヨ
菊
雷
①
p
冒
8
σ
し
d
霞
2
n
冨
『
（
拝
貯
”
b
ミ
駐
暮
。
ミ
無
ミ
ミ
ミ
幾
固
い

　
鐸
ω
σ
q
．
〈
．
￥
い
と
．
≦
。
三
二
、
O
o
、
け
魯
嶺
窪
お
認
℃
ω
．
葉
．
末
川
事
訳
「
ヤ
ー
コ

　
プ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
」
（
『
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
第
二
巻
臨
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
訳
、

　
未
来
社
、
一
九
八
三
年
、
所
収
）
三
四
頁
以
下
。

⑧
　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
文
化
史
講
義
の
内
容
は
、
古
代
「
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
」
か
ら

　
近
現
代
「
革
命
時
代
史
」
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
限
定
さ
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れ
て
い
る
（
＜
σ
q
『
需
N
こ
ω
「
器
。
。
三
脚
．
）
。

⑨
O
寒
層
じ
コ
F
＜
”
o
Q
」
卜
。
．

⑩
州
立
．
バ
ー
ゼ
ル
大
学
は
、
一
八
三
三
年
危
機
か
ら
生
じ
た
弼
分
裂
に
よ
っ
て
、

　
財
産
の
二
分
割
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
深
刻
な
財
政
危
機
に
陥
っ
た
。
こ
の
状
況
下

　
に
結
成
さ
れ
た
市
民
団
体
「
自
・
田
意
志
大
学
協
会
男
弓
。
フ
く
二
質
σ
q
o
≧
【
曽
自
。
ヨ
冴
。
げ
。

　
O
①
器
蕾
畠
p
P
」
か
ら
財
政
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
は
存
続
す
る

　
こ
と
が
で
き
た
。
州
議
会
代
表
権
を
も
つ
大
学
ツ
ン
フ
ト
≧
轟
α
。
コ
日
一
ω
。
剛
お
N
毒
津

　
の
成
立
（
一
八
三
六
年
）
と
あ
わ
せ
て
、
同
火
学
は
国
家
と
社
会
と
の
間
に
均
衡

　
を
保
ち
え
た
点
に
大
き
な
特
質
を
も
つ
。
　
こ
れ
ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

　
「
青
年
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
都
市
バ
ー
ゼ
ル
の
危
機
－
伝
統
的
市
晟
社
会
の
解
体

　
と
文
化
史
学
…
－
」
（
『
西
洋
史
学
』
第
一
五
八
号
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

⑪
切
さ
b
ご
鳥
．
＜
、
ω
●
H
爲
層
琶
冒
8
σ
○
。
二
M
ω
。
ぎ
く
8
ニ
メ
竃
帥
＝
。
。
↓
b
。
．

⑫
　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
正
教
授
に
就
任
し
た
｝
八
五
八
年
夏
学
期
の
各
大
学
学
籍
登

　
録
者
数
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
八
四
名
（
〉
一
σ
卑
p
8
巴
。
ぎ
謬
碧
嵩
、

　
b
普
9
制
ご
ミ
罫
ミ
切
含
ミ
註
と
誉
｝
§
§
障
壁
置
き
§
壕
書
き
蒔
ミ
誉
ミ
馬
。
嚇
贋
帖
ミ

　
智
為
鷲
　
」
恥
簡
団
（
¢
じ
ご
　
馴
P
）
、
切
㊤
ω
①
一
　
一
〇
◎
Q
o
伊
　
ω
．
①
b
⊃
．
）
、
　
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
六
七

　
六
名
、
ボ
ン
八
〇
六
名
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
＝
二
〇
田
儀
、
ベ
ル
リ
ン
一
四
六
六
名

　
（
㌘
ρ
壽
財
巳
㊦
9
霞
σ
q
”
b
鳶
、
篭
饗
§
軌
織
ミ
§
ミ
肋
暮
§
9
肘
ご
ミ
ミ
矯
、
§
e
ミ
炉

　
き
誉
曳
O
識
ミ
蝕
ミ
偽
ミ
山
冠
N
ミ
§
鷺
↓
ミ
ミ
野
2
鴛
匿
2
0
一
（
》
易
σ
q
9
①
く
。
昌
一
り
O
倉

　
じ
⇔
奪
下
戸
お
綬
・
ω
・
ω
O
心
・
）
。
学
生
数
に
比
例
し
て
教
子
数
に
も
格
差
が
あ
っ
た

　
（
＜
σ
q
ド
≦
－
o
凱
α
Q
磐
頓
を
①
9
さ
℃
篭
耳
冷
雨
ミ
蹴
ミ
ミ
萱
草
話
コ
ζ
霞
蝕
㊤
ヨ
㌶
ρ
ヨ

　
這
。
。
メ
ω
●
q
Q
。
①
中
）
。

⑬
＜
σ
Q
ド
ヒ
ご
評
窪
・
＜
、
ω
■
b
。
お
雪
譲
。
一
員
置
μ
目
三
下
ω
9
〈
。
旨
H
◆
ω
①
℃
遥
。
。
拝

ニ
　
ド
イ
ツ
諸
大
学
に
お
け
る
歴
史
学
教
育
の
制
度
化
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ジ
ー
ベ
ル

　
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
諸
大
学
の
改
革
は
、
教
育
の
在
り
方
を
大
き
く
変
え
た
。
こ
の
改
革
の
模
範
と
な
っ
た
も
の
が
、
一
八
一
〇
年
に
開
学

し
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
あ
る
。
こ
の
大
学
は
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
を
経
営
主
体
と
し
、
国
家
予
算
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
大
規
模
大
学
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
大
学
の
正
教
授
は
国
家
か
ら
高
い
俸
給
を
受
け
取
る
高
級
官
僚
に
位
置
付
け
ら
れ
、
施
設
等
の
環
境
整
備
も
長
足
の
進
展

を
み
た
。
学
生
時
代
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
バ
ー
ゼ
ル
か
ら
こ
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
籍
を
移
し
て
、
正
教
授
ラ
ン
ケ
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。
近

代
史
学
の
成
立
が
こ
の
ラ
ン
ケ
の
事
績
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
歴
史
学
の
専
門
教
育
（
専
門
研
究
と
職
業

教
育
）
も
ラ
ン
ケ
の
教
育
活
動
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
青
年
期
に
専
門
教
育
科
目
と
し
て
確

立
し
つ
つ
あ
る
歴
史
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
学
生
と
し
て
体
験
し
た
。
そ
の
体
験
の
中
心
を
な
す
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
　
「
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ケ
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
へ
の
参
加
で
あ
る
。
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ゼ
、
ミ
ナ
ー
ル
は
、
国
立
学
術
研
究
組
織
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
大
学
の
研
究
・
教
育
組
織
単
位
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
「
大
き
な
大
学
」
に
お
け
る

専
門
教
育
の
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
の
特
徴
は
、
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
ト
と
岡
様
、
国
家
予
算
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
学
術
施
設
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
ケ
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
歴
史
学
演
習
）
」
は
、
ゼ
ミ
ナ
…
ル
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
一
八
二
五
年
以
来
、
ラ
ン
ケ
の
自
宅
で
行
な
わ
れ
た
演
習
形
式
の
授
業
で
あ
る
。
参
加
を
許
さ
れ
た
数
名
の
学
生
に
た
い
し
、
一
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
共
同
作
業
を
通
じ
て
、
歴
史
学
の
基
本
と
専
門
的
な
批
判
的
方
法
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
、
こ
の
演
習
の
目
的
で
あ
る
。
従
来
、
大
学
に
お

け
る
教
育
は
講
義
を
そ
の
形
式
上
の
基
本
と
し
て
き
た
。
知
識
の
伝
達
、
あ
る
い
は
学
問
上
の
示
唆
を
教
育
活
動
の
目
的
と
す
る
な
ら
、
講
義

と
い
う
形
式
は
そ
の
役
目
を
十
分
に
果
た
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
術
上
の
専
門
的
な
「
方
法
」
と
い
う
も
の
を
的
確
に
伝
え
よ
う
と
す
る

と
き
、
講
義
よ
り
も
双
方
向
教
育
を
行
な
え
る
演
習
の
方
が
、
授
業
形
式
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
利
点
を
も
っ
て
い
た
。
史
料
批
判
と
い
う
歴
史

学
の
専
門
的
「
方
法
」
を
確
立
し
、
こ
れ
を
伝
授
す
る
こ
と
に
、
自
ら
の
役
割
を
認
め
た
ラ
ン
ケ
が
、
講
義
だ
け
で
な
く
演
習
を
重
視
し
た
の

は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
彼
以
降
、
こ
の
批
判
的
方
法
の
伝
授
に
教
育
の
主
眼
点
が
お
か
れ
る
に
し
た
が
い
、
歴
史
学
の
専
門
教
育
は
講
義
か
ら

演
習
へ
と
そ
の
重
心
を
移
し
て
い
っ
た
。
演
習
は
講
義
と
比
べ
て
教
師
と
学
生
と
の
間
に
強
い
つ
な
が
り
を
つ
く
る
。
ラ
ン
ケ
は
そ
れ
を
「
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

族
の
つ
な
が
り
喝
僧
ヨ
津
Φ
⇒
〈
魯
げ
冒
α
毒
σ
q
」
と
呼
ん
で
い
た
。

　
ラ
ン
ケ
の
歴
史
学
演
習
は
、
専
門
学
科
と
し
て
の
歴
史
学
の
方
法
を
正
し
く
後
進
の
研
究
者
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

専
門
化
以
前
に
は
各
大
学
、
あ
る
い
は
大
学
外
で
、
各
研
究
者
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
歴
史
学
の
多
様
な
方
法
が
、
ラ
ン
ケ
流
の
政
治
史

学
の
方
向
へ
一
元
化
し
て
い
く
契
機
が
生
じ
た
。
演
習
に
よ
っ
て
き
め
細
か
い
専
門
教
育
を
行
な
い
、
均
質
化
し
た
方
法
を
身
に
つ
け
た
若
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

研
究
者
を
多
数
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ラ
ン
ケ
学
派
」
と
い
う
一
大
勢
力
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
、
彼
が
導
入
し
た
歴
史
学
演
習
は
、
ド
イ
ツ
史
学
界
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
掛
け
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ラ
ン
ケ
に
直
接
の
指
導
を
受
け

た
世
代
を
ラ
ン
ケ
学
派
第
一
世
代
と
す
れ
ば
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
れ
と
同
世
代
に
あ
た
る
。
こ
の
世
代
は
、
ラ
ン
ケ
史
学
の
批
判
的
方
法
を

継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
注
臼
す
べ
き
は
、
歴
史
学
教
育
の
方
法
も
同
時
に
継
承
し
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
高
弟
ヴ
ァ
イ
ッ
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⑥

0
8
茜
≦
鉱
欝
が
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
行
な
っ
た
歴
史
学
演
習
は
、
ラ
ン
ケ
の
歴
史
学
演
習
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
　
ラ
ン
ケ
・
ヴ
ァ
イ

ッ
の
演
習
は
、
大
学
の
正
規
の
授
業
で
あ
っ
た
が
、
共
に
教
師
の
私
宅
で
行
な
わ
れ
、
教
師
と
学
生
と
の
関
係
は
あ
く
ま
で
自
由
な
私
的
団
体

的
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
演
習
を
國
家
施
設
す
な
わ
ち
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
制
度
化
し
た
の
は
、
こ
の
世
代
最
大
の
人
物
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ

ン
・
ジ
ー
ベ
ル
踏
巴
實
8
げ
く
。
口
ω
団
び
巴
で
あ
っ
た
。

　
ジ
ー
ベ
ル
は
小
ド
イ
ツ
主
義
的
な
政
治
史
家
、
政
論
家
と
し
て
活
躍
す
る
一
方
、
『
史
学
雑
誌
尊
卑
。
置
。
。
。
び
Φ
N
魚
笛
。
げ
臨
h
伴
』
の
創
設
者
、

あ
る
い
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
歴
史
学
委
員
会
の
事
務
局
長
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
学
術
組
織
者
と
し
て
も
大
き
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
。
歴
史
学
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
の
設
立
と
そ
の
普
及
に
は
、
彼
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
組
織
者
と
し
て
の
手
腕
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ド
イ
ツ
諸
大
学
に
お
け
る

「
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
初
の
設
立
は
、
一
八
三
三
年
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
の
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
，
毒
・
ω
。
ぎ
び
①
詳
に
よ
る
も
の
で
あ

　
⑦つ

た
が
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
各
大
学
に
お
け
る
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
あ
い
つ
ぐ
設
置
は
、
そ
の
大
半
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
創
設
さ
れ

た
ジ
ー
ベ
ル
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
模
範
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ー
ベ
ル
自
身
が
各
大
学
の
講
座
担
当
老
に
具
体
的
な
企
画
・
構
想
を
提
示
し

な
が
ら
設
置
を
要
請
し
た
だ
け
で
な
く
、
ジ
ー
ベ
ル
に
指
導
を
受
け
た
人
物
が
各
大
学
の
講
座
担
当
者
と
な
っ
て
、
ゼ
、
ミ
ナ
ー
ル
導
入
を
図
っ

　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
父
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
こ
の
こ
と
か
ら
、
ジ
ー
ベ
ル
こ
そ
が
、

た
た
め
で
あ
る
。

　
ジ
ー
ベ
ル
は
、
ボ
ン
大
学
哲
学
部
私
講
師
時
代
の
一
八
四
一
年
冬
学
期
に
歴
史
学
演
習
を
開
講
し
て
い
る
が
、
こ
の
頃
す
で
に
、
国
家
施
設

と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
設
置
を
構
想
し
て
い
た
。
彼
が
考
え
て
い
た
も
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
以
来
導
入
さ
れ
て
き
た
古
典
文
献
学

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
方
式
を
模
範
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
国
家
教
育
施
設
と
し
て
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
員
養
成
を
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
（
歴
史
学
演
習
）
で
請
け
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
予
算
を
と
り
つ
け
、
こ
れ
を
国
家
施
設
と
し
て
整
備
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
教
養
部
的
な
立
場
か
ら
専
門
学
部
へ
昇
格
し
た
際
、
新
制
哲
学
部
が
担
っ
た
二
つ
の
専
門
教
育
機
能
す
な
わ
ち
学
部
と
し
て
の
専
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

研
究
と
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
員
養
成
と
い
う
職
業
教
育
と
を
集
約
的
に
果
た
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ジ
ー
ベ
ル
は
こ
の
構
想
に
し
た
が
っ
て
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
大
学
（
一
八
五
七
年
）
と
ボ
ン
大
学
（
一
八
六
一
年
）
と
に
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
設
置
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
国
家
予
算
・
圃
定
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し
た
演
習
室
・
専
用
図
書
施
設
と
い
う
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
外
的
三
条
件
を
み
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
国
家
施
設
と
し

て
制
定
さ
れ
た
規
約
を
も
ち
、
入
会
・
退
会
さ
ら
に
修
学
に
お
け
る
義
務
な
ど
も
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
組
織
的
に
は
、
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
教
員
養
成
部
と
批
判
・
研
究
部
の
二
部
門
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
専
門
研
究
老
を
養
成
す
る
批
判
・
研
究

部
で
は
、
文
書
館
で
の
実
習
指
導
を
教
程
に
取
り
入
れ
、
ラ
ン
ケ
以
来
の
緻
密
で
専
門
的
な
政
治
史
学
の
批
判
方
法
を
組
織
的
に
伝
授
し
た
。

こ
の
教
育
の
制
度
化
を
通
じ
て
歴
史
学
の
専
門
化
、
職
業
化
が
飛
躍
的
に
促
進
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
ラ
ン
ケ
ら
が
演
習
に
際
し
て
形
成
し
た
私
的
団
体
と
の
相
違
は
、
第
一
に
国
家
予
算
の
有
無
に
あ
る
。
ジ
ー
ベ

ル
が
こ
の
よ
う
な
国
家
予
算
を
も
つ
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
設
置
を
考
え
た
背
景
に
は
、
彼
独
自
の
高
等
教
育
観
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
教
育
状
況
と
が

あ
っ
た
。
大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
は
研
究
職
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
職
業
に
た
い
し
て
も
立
脚
点
を
与
え
る
、
必
須
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

よ
う
な
専
門
教
育
は
学
術
研
究
と
一
体
と
な
っ
て
は
じ
め
て
手
勢
を
も
つ
と
ジ
ー
ベ
ル
は
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
研
究
と
教
育
が
一
体
と
な
っ

た
演
習
こ
そ
が
、
大
学
教
育
の
根
幹
と
な
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
問
の
飛
躍
的
発
展
は
、
専
門
教
育
の
修
学
期
間
の
延
長
と

教
育
に
か
か
わ
る
金
銭
的
負
担
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
学
生
の
真
の
研
究
へ
の
専
念
を
困
難
に
し
て
き
た
。
ジ
ー
ベ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
長
期

化
し
た
修
学
期
間
を
物
質
的
に
さ
さ
え
る
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
奨
励
金
を
考
え
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
し
て
の
予
算

獲
得
以
外
に
な
い
と
判
断
し
た
。
毎
年
計
上
さ
れ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
経
常
予
算
を
ま
ず
第
一
に
ゼ
ミ
ナ
…
ル
学
生
の
奨
励
金
に
あ
て
た
こ
と
が

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
お
よ
び
ボ
ン
大
学
の
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
規
約
に
よ
れ
ば
、
各
学
期
ご
と
に
、
教
員
養
成
お

よ
び
批
判
・
研
究
両
部
門
の
最
優
秀
研
究
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
額
の
「
奨
励
金
憎
鼠
日
脚
謁
」
を
与
え
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

規
約
第
一
〇
条
、
ボ
ン
六
一
年
規
約
第
六
条
、
ボ
ン
六
五
年
規
約
第
六
条
、
ボ
ソ
七
六
年
規
約
第
九
条
）
。

　
さ
ら
に
、
予
算
の
第
二
の
使
途
で
あ
る
図
書
・
史
料
購
入
費
も
以
上
の
よ
う
な
教
育
的
見
地
か
ら
そ
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
た
。
歴
史
学
の

進
展
は
、
必
須
と
な
る
史
料
の
増
大
、
書
誌
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
さ
ら
に
逐
次
刊
行
物
の
増
加
を
と
も
な
い
、
や
が
て
、
学
生
個
人
で
こ
れ
ら
す

べ
て
を
所
有
す
る
こ
と
は
経
済
的
に
不
可
能
と
な
っ
て
き
た
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
旧
来
の
演
習
と
は
異
な
り
、
こ
の
研
究
・
教
育
財
を
備
え
た
専
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ブルクハルトとドイツ諸大学における歴史学教育（森照）

用
図
書
施
設
を
開
設
し
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
当
初
、
奨
励
金
を
支
出
し
た
あ
と
の
予
算
残
金
を
こ
の
図
書
・
史
料
費
に
あ
て
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

関
係
史
料
の
さ
ら
な
る
増
加
に
よ
り
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
予
算
の
大
半
を
こ
れ
に
費
や
す
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
ラ
ン
ケ
ら
が
私
宅
で
行
な
っ
て
い

た
演
習
を
大
学
の
演
習
室
で
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
の
大
幅
な
増
加
に
よ
る
。
こ
れ
に
は
同
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
ギ
ム

ナ
ジ
ウ
ム
教
員
養
成
機
能
を
担
っ
た
こ
と
も
そ
の
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
学
術
研
究
を
重
視
し
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
学
術
研
究
の
進
展
に
そ
の
教
育
の
内
容
や
在
り
方
は
規
定
さ
れ
る
。
歴
史
学
に
か
ん
し

て
い
え
ぼ
、
ラ
ン
ケ
の
時
代
に
は
、
ま
だ
副
次
的
な
役
割
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
教
師
と
学
生
の
共
同
研
究
も
、
ジ
ー
ベ
ル
の
時
代
に
は
、

専
門
教
育
の
必
須
の
条
件
と
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
批
判
・
研
究
部
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

分
業
体
調
に
基
づ
い
た
共
同
研
究
そ
れ
自
体
が
教
育
の
中
心
と
み
な
さ
れ
、
達
成
す
べ
き
共
同
の
研
究
計
画
が
常
聴
提
示
さ
れ
て
い
た
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
研
究
方
法
の
統
一
や
問
題
意
識
の
＝
兀
化
は
不
可
欠
で
あ
る
。
同
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
批
判
・
研
究
部
の
目
的
と
し
て
「
体
系
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
た
研
究
と
批
判
の
伝
授
」
が
規
約
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
師
は
共
同
研
究
の
代
表
者
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
学
生
に
た
い
す
る
文
宇
通
り
監
督
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
私
的
団
体
に
は
な
い
強
固
な
上
下
関
係
が
た
ち
あ
ら
わ

れ
る
。

　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
規
約
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
は
指
慰
教
官
の
指
示
に
従
う
べ
き
義
務
を
負
い
、
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
、
教
官
は
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
か
ら
の
除
名
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
（
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
規
約
第
九
条
、
ボ
ソ
六
一
年
規
約
第
四
条
、
ボ
ソ
六
五
年
規
約
第
五
条
、
ボ
ソ
七
六
年

　
　
　
　
⑮

規
約
第
八
条
）
。
こ
れ
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
教
官
と
学
生
と
の
間
に
結
果
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
上
下
関
係
を
明
文
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
奨
励
金
授
与
者
の
決
定
権
を
事
実
上
指
導
磁
器
が
掌
握
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
関
係
を
強
化
す
る
方
向
で
作
用
し
た
。
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

で
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
指
導
教
官
は
「
代
表
く
。
謎
仲
魯
Φ
こ
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
遅
れ
て
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
開
設
し
た
ボ
ン
で
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

れ
を
「
長
9
話
。
8
こ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
事
実
に
基
づ
く
命
名
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、

学
生
は
教
師
に
監
督
さ
れ
つ
つ
共
同
研
究
に
従
事
す
る
徒
弟
と
な
り
、
教
師
に
と
っ
て
の
「
弟
子
」
と
し
て
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
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の
よ
う
な
人
間
関
係
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
弟
子
が
師
と
の
共
同
研
究
の
な
か
で
教
育
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
師
と
大
幅
に
異
な
る
方
向
性
が
弟
子
の
な
か
に
育
つ
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
こ
こ
で
、
師
と
同
じ
よ
う
な
方
法
・
意

識
を
も
っ
た
研
究
者
の
再
生
産
が
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
い
う
回
路
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
同

一
の
方
向
性
を
共
有
す
る
専
門
家
集
団
、
す
な
わ
ち
指
導
教
官
を
長
と
し
た
強
固
な
「
学
派
」
が
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
こ
の
学

派
を
通
じ
て
研
究
者
と
そ
の
活
動
は
組
織
化
さ
れ
る
。
ジ
ー
ベ
ル
学
派
の
場
合
、
ジ
ー
ベ
ル
が
創
刊
し
た
『
史
学
雑
誌
』
が
学
派
全
体
の
学
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

生
産
活
動
を
さ
さ
え
て
い
く
役
目
を
負
っ
た
。
　
ハ
イ
ソ
ペ
ル
が
「
ゼ
ミ
ナ
1
ル
は
工
場
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
た
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　
学
術
研
究
を
根
幹
に
お
い
た
こ
と
か
ら
、
学
術
生
産
の
工
場
と
な
っ
た
こ
と
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
固
有
の
現
象
で
は
な
い
。
フ
ン
ボ
ル
ト
改
革

が
形
骸
化
し
て
以
来
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
大
学
自
身
が
大
な
り
小
な
り
た
ど
っ
た
道
で
あ
っ
た
。
学
術
研
究
の
進
展
が
要
求
す
る
も
の
は
、
大
学

そ
の
も
の
を
規
定
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
研
究
の
発
展
の
た
め
に
必
要
と
な
る
研
究
・
教
育
資
財
は
絶
え
ず
増
大
し
、
要
求
す
る
予
算
に

お
い
て
も
、
施
設
の
規
模
に
お
い
て
も
絶
え
ず
拡
大
せ
ざ
る
を
え
な
い
性
格
を
大
学
は
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
は
学
術
組
織
と
し
て
の
進

展
に
と
も
な
い
、
ま
す
ま
す
国
家
予
算
ひ
い
て
は
国
家
に
た
い
す
る
依
存
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
述
べ
た
「
大

き
な
大
学
」
の
本
質
が
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
学
問
は
国
家
と
い
う
工
場
主
が
投
下
す
る
資
本
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
公
的
な
組
織

的
生
産
活
動
で
あ
り
、
歴
史
学
教
育
の
特
質
は
こ
の
基
本
構
造
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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①
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
一
八
四
〇
年
豆
学
期
以
来
通
算
三
学
期
ラ
ン
ケ
の
演
習
に
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（
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q
ド
○
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勺
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功
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℃
O
き
　
ζ
ご
。
三
角
H
O
⑦
ρ

　
◎
っ
凸
蒔
9
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
大
学
に
お
け
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
位
沁
付
け
に
つ
い
て
は
、

　
つ
ぎ
の
も
の
を
参
照
の
こ
と
。
坂
井
栄
八
郎
コ
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
学

　
と
国
家
」
（
『
権
威
と
権
力
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
所
収
）
二
五
九
i
二
六
二

　
頁
。
潮
木
守
一
『
近
代
大
学
の
形
成
と
変
容
i
一
九
蝕
紀
ド
イ
ツ
大
学
の
社
会

　
的
構
造
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
、
一
〇
六
頁
以
下
。

③
　
Ω
毒
ぢ
「
切
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薦
”
騨
ミ
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ミ
へ
斡
¢
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渤
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N
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ぎ
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さ
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は
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ラ
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ス
ヴ
ァ
ル
ト
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
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テ
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テ
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＜
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一
日
℃
o
押
O
「
σ
貸
こ
ω
．
一
二
心
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三
　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
単
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
批
判
と
そ
の
背
景

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
大
学
に
お
け
る
歴
史
学
教
師
の
ひ
と
り
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
、
彼
の
史
学
史
上
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
設
置
へ
と
い
た
る
ド
イ
ツ
諸
大
学
に
お
け
る
歴
史
学
教
育
の
変
化
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
た
か
が
解
明
さ
れ

な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
書
簡
を
中
心
に
、
岡
時
代
の
．
ド
イ
ツ
史
学
界
と
の
具
体
的
な
関
わ
り
に
着
目
し
な
が
ら
、
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
さ
ら
に
、
彼
の
歴
史
学
教
育
の
現
況
に
か
ん
す
る
判
断
を
制
度
化
を
推
進
し
た
ジ
ー
ベ
ル
の
そ
れ
と
対
比

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
学
教
育
に
た
い
す
る
独
自
な
立
場
は
一
層
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
つ
て
ラ
ン
ケ
の
歴
史
学
演
習
に
参
加
し
た
と
き
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
演
習
授
業
の
結
果
に
つ
い
て
は
そ
の
利
点
を
認
め
る
一
方
、
演
習
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

業
の
在
り
方
に
た
い
し
て
は
否
定
的
な
判
断
を
示
し
て
い
た
。
書
簡
に
よ
れ
ば
、
こ
の
演
習
を
通
じ
て
知
合
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
と
の
交
流

は
皆
無
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
ぽ
か
り
か
、
演
習
を
通
じ
て
ラ
ン
ケ
の
周
囲
に
形
成
さ
れ
た
若
い
研
究
者
の
グ
ル
ー
プ
に
た
い
し
て
彼
が
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

的
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
彼
は
自
ら
の
学
問
の
出
発
点
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
集
団
か
ら
距
離
を
と
る
必
要
性
を
し
ば
し
ば
強
調
し
、

「
家
族
の
つ
な
が
り
」
に
背
を
向
け
た
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
大
学
教
師
と
し
て
の
最
大
の
特
徴
は
、
講
義
の
み
を
行
な
い
、
演
習
形
式
の
授
業
を
一
度
も
行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ

り
、
ま
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
設
置
を
要
求
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
大
学
に
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
；
ル
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ト
が
歴
史
学
講
座
の
任
を
解
か
れ
た
翌
年
（
八
七
年
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
彼
は
一
切
関
与
し
て
い
な
い
。
制
度
化
が
遅
れ
た
バ
ー
ゼ
ル
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

学
で
は
、
諸
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
設
置
さ
れ
は
じ
め
た
の
が
よ
う
や
く
一
八
六
一
年
以
降
で
あ
っ
た
が
、
各
講
座
が
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
設
置
を
め
ざ
し
て

努
力
し
て
い
た
時
期
に
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
学
講
座
が
そ
の
よ
う
な
動
き
を
ま
っ
た
く
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
も
、
正
教
授
に
就
任
以
来
、
ド
イ
ツ
諸
大
学
の
情
勢
を
彼
が
注
意
深
く
観
察
し
、
歴
史
学
演
習
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
在
り
方
を
か
な
り

正
確
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
も
書
簡
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
バ
ー
ゼ
ル
大
学
へ
の
導
入
を
意
図
的
に

避
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
や
演
習
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
、
彼
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
・
演
習
観
を
詳
細
に

検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
「
ラ
ン
ケ
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
に
お
け
る
彼
自
身
の
体
験
も
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
各
地
の
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
・
演
習
の
現
況
に
か
ん
す
る
友
人
・
知
人
か
ら
の
情
報
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
情
報
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ヴ
ァ
イ

ッ
が
主
宰
す
る
歴
史
学
演
習
に
参
加
し
た
同
僚
フ
ィ
ヅ
シ
ャ
ー
類
鵠
び
9
B
≦
ω
o
げ
角
ら
や
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
ジ
ー
ベ
ル
・
ゼ
、
ミ
ナ
ー
ル
に
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所
属
し
た
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ク
ー
グ
ラ
ー
じ
σ
o
ヨ
げ
碧
ロ
囚
ロ
σ
q
同
曾
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
B
・
ク
ー
グ
ラ
ー
は
ジ
ー
ベ
ル
に
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
、
批
判
・
研
究
部
で
奨
励
金
を
受
け
た
。
こ
の
奨
励
金
の
対
象
と
な
っ
た
十
字
軍
関
係
の
論
文
は
、
一
八
六
一
年
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
も
と

へ
送
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
み
て
と
っ
た
も
の
は
、
ジ
ー
ベ
ル
の
批
判
的
研
究
方
法
そ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
が
ゼ
、
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ナ
ー
ル
を
通
じ
て
自
分
と
同
タ
イ
プ
の
研
究
者
を
育
成
し
て
い
る
姿
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
こ
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
学
派
形
成
機
能
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
れ
を
可
能
に
す
る
師
と
弟
子
と
の
独
特
な
上
下
関
係
を
認
識
し
、
こ
れ
を
批
判
し
た
。
そ
れ
は
学
派
に
特
有
の
排
他
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
悪
弊
を
危
賢
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
特
定
の
方
向
・
理
念
を
組
織
化
し
た
学
派
は
、
必
然
的
に
そ
れ
と
は
異
な
る
知
的
方
向
を
排

斥
す
る
。
一
九
世
紀
後
半
、
専
門
家
集
団
か
ら
文
化
史
・
社
会
史
が
批
判
・
放
逐
さ
れ
、
ド
イ
ツ
史
学
界
は
政
治
史
・
国
家
史
に
狭
隆
化
し
て

　
　
⑨

い
っ
た
が
、
そ
の
過
程
は
ま
さ
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
の
普
及
と
と
も
に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
頃
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
W
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
書
き
送
ら
れ
た
書
簡
に
は
、
ヴ
ァ
イ
ッ
の
演
習
の
様
子
が
詳
し
く

　
　
　
　
　
　
⑩

報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
簡
に
お
い
て
ボ
ン
の
ジ
ー
ベ
ル
学
派
が
激
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。
フ
ィ
ヅ
シ
ャ
ー
に
よ
れ

ば
、
ヴ
ァ
イ
ッ
は
学
生
や
若
い
研
究
者
に
た
い
し
、
彼
ら
の
自
主
性
を
尊
重
し
な
が
ら
批
判
と
方
法
を
授
け
る
。
彼
は
学
問
を
純
粋
に
学
問
と

し
て
行
い
、
決
し
て
あ
る
種
の
政
治
的
傾
向
の
た
め
に
行
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
ジ
ー
ベ
ル
は
学
生
を
ひ
と
つ
の
「
型
ω
。
げ
甲

匡
。
器
」
に
は
め
て
い
き
、
そ
の
型
は
き
わ
め
て
政
治
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
る
。
彼
に
指
導
を
受
け
た
無
名
の
若
い
研
究
者
た
ち
が
、
こ

の
型
に
適
合
し
な
い
も
の
す
べ
て
を
同
一
の
方
法
で
口
喧
し
く
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
門
ジ
ー
ベ
ル
学
派
」
が
『
史
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

雑
誌
臨
を
通
じ
て
登
場
し
て
き
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
さ
き
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
危
惧
が
す
で
に
現
実
化
し
つ
つ

あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
歴
史
学
の
政
治
化
の
問
題
が
、
歴
史
学
教
育
の
在
り
方
に
結
び
付
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
歴
史
学
の
専
門
的
な
批
判
方
法
の
み
な
ら
ず
、
政
治
意
識
や
価
値
観
・
行
動
様
式
を
も
伝
達
し
、
文
字

通
り
人
的
な
再
生
産
を
行
な
い
、
そ
れ
が
学
界
の
政
治
的
論
争
を
組
織
的
に
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
の
認
識
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
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⑫

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
こ
れ
に
同
意
を
示
し
、
現
今
の
歴
史
学
の
政
治
化
に
た
い
す
る
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
彼
は
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
諸
大
学
の
な
か
で
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
歴
史
学
教
育
と
研
究
に
も
っ
と
も
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ジ
ー
ベ
ル
型

の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
を
忌
避
し
、
ヴ
ァ
イ
ッ
型
の
演
習
教
育
を
支
持
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
文
献
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
方
式
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

歴
史
学
の
分
野
に
転
用
し
た
ジ
ー
ベ
ル
の
方
法
に
否
定
を
突
き
付
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
イ
ッ
が
行
な
っ
た
私
的
団
体
に
お
け
る
演
習
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

多
人
数
で
行
な
う
場
合
、
そ
れ
を
実
り
豊
か
な
も
の
に
調
整
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
判
断
し
た
。
実
際
、
教
員
養
成
と
直
接
関
係
を
も
た
な
か

っ
た
ヴ
ァ
イ
ッ
の
演
習
で
さ
え
、
段
階
別
二
部
制
を
と
り
、
各
ク
ラ
ス
十
数
名
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
書
簡
に
よ
っ
て
伝
え

　
　
　
　
⑯

ら
れ
て
い
る
。
少
人
数
の
小
さ
な
大
学
で
教
育
活
動
に
あ
た
っ
て
い
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
点
に
自
由
な
団
体
と
し
て
の
性
格
の
終
焉
を

み
て
い
た
。
多
人
数
化
し
た
団
体
が
、
各
学
生
の
多
様
な
主
体
性
を
活
か
し
て
い
く
こ
と
は
難
し
く
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
よ
う
な
教
官
に
統
率
さ

れ
た
工
場
と
化
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
綱
度
化
を
意
識
的
に
避
け
た
ヴ
ァ
イ
ッ
の
演
習
も
、
現
実
に
は
ヴ
ァ
イ
ッ
学
派
の
形
成
母
体

で
あ
り
、
彼
が
編
集
す
る
雑
誌
『
ド
イ
ツ
史
研
究
司
。
湯
。
財
嚢
σ
q
①
コ
N
舞
目
窪
δ
。
財
窪
○
＄
。
三
。
馨
①
』
は
、
ち
ょ
う
ど
ジ
ー
ベ
ル
学
派
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

っ
て
の
『
史
学
雑
誌
』
と
同
じ
機
能
を
こ
の
学
派
に
た
い
し
て
果
た
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ヴ
ァ
イ
ッ
の
演
習
グ
ル
ー
プ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
ヴ
ァ
イ
ツ
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
と
呼
び
、
ジ
ー
ベ
ル
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
同
一
視
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
演
習
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
へ
の
学
生
の
殺
到
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
学
生
数
全
体
の
大
幅
な

増
加
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
学
の
「
地
位
」
の
上
昇
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
彼
の
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

年
期
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
役
割
が
い
ま
や
歴
史
学
に
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
九
世
紀
初
頭
に
哲
学
が
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
い
た
国
民
教
育
の
役
割
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
歴
史
学
の
現
況
に
か
ん
す
る
ジ
ー
ベ
ル
の
判
断
と
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ド
イ
ツ

史
学
が
担
い
つ
つ
あ
る
新
し
い
役
割
に
た
い
す
る
見
方
の
相
違
が
、
両
者
の
歴
史
学
教
育
に
た
い
す
る
態
度
の
著
し
い
相
違
と
な
っ
て
あ
ら
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
開
設
の
前
年
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
行
な
っ
た
講
演
で
、
ジ
ー
ベ
ル
は
ド
イ
ツ
近
代
史
学
の
歩
み
を
検
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ブルクハルトとドイツ諸大学における歴史学教育（森田）

証
し
な
が
ら
、
今
後
の
歴
史
学
が
担
う
べ
き
課
題
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
学
ば
、
　
二
…
プ
ー
ル
、
ラ
ン
ケ

以
来
の
批
判
的
方
法
の
確
立
に
よ
っ
て
専
門
的
な
学
術
と
し
て
の
立
場
を
確
立
し
た
が
、
四
八
年
革
命
以
降
、
現
実
の
国
民
生
活
に
関
与
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

現
に
生
き
つ
つ
あ
る
世
代
に
指
針
を
与
え
る
よ
う
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
国
民
教
育
と
い
う
役
割
に
歴
史
家
の

「
国
家
に
た
い
す
る
新
し
い
地
位
」
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
や
歴
史
家
を
成
熟
さ
せ
る
も
の
は
現
実
へ
の
関
与
で
あ
り
、
不
偏
不
党
を
標

榜
す
る
歴
史
学
は
「
魂
の
な
い
歴
史
学
」
に
す
ぎ
な
い
。
政
治
的
主
張
や
宗
教
上
の
信
条
を
代
弁
す
る
多
種
多
様
な
歴
史
家
の
登
場
こ
そ
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
な
る
進
歩
」
と
い
え
よ
う
、
と
ジ
ー
ベ
ル
は
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
が
展
開
し
て
い
る
も
の
は
歴
史
学
の
二
段
階
昇
格
論
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
哲
学
部
の
予
備
教
育
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
歴
史
学
が
、
哲
学
部
の
専
門
学
部
昇
格
と
並
行
し
て
、
尊
門

研
究
と
職
業
教
育
と
を
担
う
学
術
へ
そ
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
、
さ
ら
に
国
民
教
育
と
い
う
他
の
専
門
学
科
に
は
な
い
役
割
を
担
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
ま
や
最
重
要
の
学
問
の
座
に
君
臨
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
歴
史
学
の
「
新
し
い
地
位
」
が
園
家
と
の

関
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
虚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
学
は
国
家
の
た
め
の
学
問
と
し
て
そ
の
「
地
位
」
を
向
上
さ
せ

る
の
で
あ
り
、
国
家
へ
の
奉
仕
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
が
評
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
民
教
育
を
担
う
歴
史
学
が
国
家
史
を
最

重
要
分
野
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
ド
イ
ツ
国
民
国
家
建
設
と
い
う
国
家
の
宿
願
に
向
っ
て
努
力
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
ジ
ー
ベ
ル
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
、
講
演
の
翌
年
最
初
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
創
設
し
、
以
後
そ
の
普
及
に
努
め
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

が
学
生
を
「
型
」
に
は
め
る
と
非
難
し
た
ジ
ー
ベ
ル
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
教
員
養
成
部
の
み
な
ら
ず
批
判
・
研
究
部
に
た
い
し
て
も
、
ジ
ー
ベ

ル
が
政
論
家
と
し
て
め
ざ
し
た
国
民
国
家
建
設
と
い
う
一
大
計
繭
の
な
か
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
ド
イ
ツ

国
民
に
政
治
的
指
針
を
与
え
、
こ
れ
を
教
育
す
る
「
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
」
を
育
成
す
べ
き
国
家
機
関
で
あ
り
、
来
る
べ
き
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の

内
的
な
礎
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
多
人
数
化
し
た
演
習
教
育
も
、
こ
の
よ
う
な
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
と
同
じ
性
格
を
も
つ
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
。
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

っ
て
、
学
生
数
の
増
加
と
い
う
問
題
を
恒
常
的
に
か
か
え
る
ド
イ
ツ
の
「
大
き
な
大
学
」
に
お
い
て
、
歴
史
学
教
育
全
体
が
容
易
に
そ
の
よ
う
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な
も
の
に
な
り
え
た
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
醸
成
さ
れ
た
共
通
の
意
識
や
見
解
は
学
界
全
体
の
性
格
を
規
定
し
て
い
く
も
の
と
な
る
。
歴
史
学
は
ド

イ
ツ
国
家
の
未
来
に
指
針
を
与
え
る
べ
き
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
政
治
史
・
国
家
史
に
傾
斜
し
て
い
く
の
み
な
ら
ず
、
統
一
方
法
を
め
ぐ
る
具
体

的
な
問
題
が
そ
こ
で
論
議
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
の
責
務
と
考
え
ら
れ
た
。
事
実
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
ど
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
か

が
、
厳
密
な
批
判
的
方
法
の
習
得
と
な
ら
ん
で
「
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
」
の
質
を
判
定
す
る
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
、
し
ば
し
ば
教
官
の
採
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

人
事
に
お
け
る
選
考
基
準
の
ひ
と
つ
に
す
ら
な
っ
て
い
た
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ド
イ
ツ
が
今
後
百
年
、
そ
の
よ
う
な
論
争
に
明
け
暮
れ
、
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

学
が
知
的
腐
敗
状
況
に
陥
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
長
期
に
わ
た
る
「
党
派
間
の
闘
争
」
を
生
み
出
す
も
の
こ
そ
、
彼
が
「
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
勺
¢
配
憲
ω
け
欝
」
と
批
判
し
た
国
民
教
育
指
向
の
政
治
史
学
で
あ
り
、
そ
の
温
床
が
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
け
る
教
育
で
あ

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

つ
た
。
そ
れ
故
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
大
学
の
歴
史
学
教
育
が
危
機
状
況
に
あ
る
と
判
断
し
た
。
彼
が
演
習
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
設
置
を
避
け
た
積
極

的
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
逆
に
、
彼
が
採
用
し
た
講
義
と
い
う
古
く
か
ら
の
形
式
は
、
学
生
の
自
律
性
、
思
考
に
お
け
る
自
由
を
尊
重
し
た
高

等
教
育
的
な
授
業
形
式
と
し
て
、
そ
の
価
値
を
再
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
以
上
の
問
題
を
単
に
教
育
上
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
や
文
化
と
い
っ
た
よ
り
大
き
な
歴
史
的
世
界
を
動
か
す
力

の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
こ
の
巨
視
的
な
観
点
に
立
て
ば
、
歴
史
学
教
育
の
変
化
の
過
程
は
、
歴
史
学
が
国
家
の
側
に
す
り
よ
る
過
程

で
あ
り
、
こ
れ
は
歴
史
学
が
国
家
を
規
制
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
国
家
に
よ
っ
て
歴
史
学
が
支
配
さ
れ
、
駅
致
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
国
家
が
大
学
を
さ
ら
に
は
教
育
全
体
を
支
配
し
て
い
く
過
程
が
階
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
歴
史
考
察
に
用

い
た
三
つ
の
ポ
テ
ソ
ツ
℃
○
富
⇒
N
2
（
力
）
説
と
い
う
独
自
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
ポ
テ
ン
ツ
説
は
、
固
定
的
で
他

に
た
い
す
る
強
制
力
を
も
ち
、
普
遍
的
な
妥
当
性
を
要
求
す
る
ポ
テ
ン
ツ
で
あ
る
国
家
（
俗
）
と
宗
教
（
聖
）
の
二
つ
の
ポ
テ
ン
ツ
と
、
何
ら
妥

当
性
を
要
求
し
な
い
自
由
な
意
志
の
総
体
で
あ
る
文
化
と
い
う
ポ
テ
ン
ツ
、
こ
れ
ら
の
相
互
規
制
関
係
か
ら
歴
史
を
と
ら
え
、
史
的
現
象
の
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

後
に
あ
る
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
地
の
国
で
あ
る
国
家
と
天
の
国
で
あ
る
宗
教
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
叙
述
が
と
っ
た

伝
統
的
二
発
論
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
文
化
と
い
う
第
三
の
力
を
想
淀
し
、
歴
史
的
展
望
に
取
り
入
れ
て
い
る
点
に
ブ
ル
ク
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ハ
ル
ト
の
独
自
性
が
あ
る
。
こ
の
第
三
の
視
角
が
彼
の
歴
史
に
た
い
す
る
見
方
を
複
眼
的
に
し
、
そ
の
歴
史
像
を
立
体
化
す
る
だ
け
で
な
く
、

い
ず
れ
の
力
も
絶
対
視
し
な
い
と
い
う
自
由
な
考
察
の
態
度
を
も
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化
と
国
家
・
宗
教
の
三
者
が
対
立
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
も
う
ま
く
均
衡
を
保
っ
て
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
貫
く
特
性
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
近
代
世
界
に
お
い
て
は
、
国
家
の
異
常

な
強
大
化
に
よ
っ
て
こ
の
均
衡
、
共
存
が
崩
れ
か
け
て
い
る
。
歴
史
学
や
大
学
あ
る
い
は
教
育
全
体
の
変
質
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
と
深
い
関

わ
り
を
も
っ
と
彼
は
判
断
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ジ
ー
ベ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
人
史
家
が
看
過
し
、
そ
し
て
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
だ
け
が
感
知
し
た
教
育
上
の
問
題
点
は
、
大
学
入
学
資
格

と
い
う
国
家
教
育
資
格
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
中
等
学
校
の
古
典
語
教
育
と
大
学
の
専
門
教
育
と
の
分
断
状
況
が
生
じ
、
高
等
教
育
に
と
っ
て
の

基
礎
教
育
が
形
骸
化
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
国
家
の
文
化
支
配
が
も
た
ら
す
悪
弊
を
み
る
。
大
学
入
学
後
の
学
生
は

も
は
や
古
典
か
ら
離
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
研
究
、
職
業
教
育
に
向
か
い
、
各
々
別
個
の
専
門
領
域
の
な
か
に
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
、
大
学
で
教
育
を
受
け
た
老
が
共
有
す
る
精
神
的
財
、
共
通
の
靱
帯
に
あ
た
る
も
の
は
事
実
上
不

在
と
な
り
、
や
が
て
こ
れ
は
、
大
学
に
学
ん
だ
階
層
、
教
養
あ
る
市
民
の
内
実
を
空
洞
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
こ

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
社
会
を
内
側
か
ら
倒
壊
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
…
ロ
ヅ
パ
の
社
会
は
ギ
ジ
シ
ア
以
来
の
古
典

的
精
神
を
受
け
継
ぐ
人
間
に
よ
っ
て
の
み
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
精
神
的
連
続
性
こ
そ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
他
の
地
域
と
を
区
別
す
る
第

一
の
指
標
で
あ
る
と
彼
が
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
考
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
社
会
は
精
神
の
諸
力
す
な
わ
ち
ポ
テ
ソ
ツ

「
文
化
」
の
力
が
も
っ
と
も
発
揮
さ
れ
る
場
で
あ
り
、
文
化
は
つ
ね
に
国
家
や
宗
教
の
強
制
力
を
解
体
す
る
形
で
作
用
し
て
き
た
。
そ
の
た
め

「
帝
国
主
義
的
専
制
や
神
政
に
黙
々
と
従
わ
な
い
」
よ
う
な
性
格
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
も
っ
こ
と
が
で
き
た
。
彼
が
そ
の
存
続
を
希
求
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
社
会
は
、
精
神
的
自
由
や
創
造
性
を
約
束
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
支
配
に
た
い
す
る
抑
止
力
の
役
目
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
喪
失
は
、
国
家
の
一
方
的
な
専
制
を
許
す
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
学
生
の
古
典
語
離
れ
の
さ
き
に
「
破
局
囚
緯
霧
8
雫

　
⑳

o
℃
げ
。
」
を
彼
は
予
想
し
た
の
で
あ
る
。
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ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
時
代
は
総
じ
て
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
実
体
、
あ
る
い
は
特
性
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
失
わ
れ
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
代

っ
て
台
頭
し
て
く
る
も
の
は
国
民
国
家
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
失
わ
れ
て
い
く
古
典
へ
の
関
心
に
代
っ
て
、
専
門
・
職
業
教
育
を
受
け
た
ド
イ

ツ
国
民
と
し
て
の
意
識
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
ジ
ー
ベ
ル
ら
が
提
唱
し
た
国
民
教
育
を
担
う
歴
史
学
と
そ
の
担
い
手
を
養
成
す
る
歴
史
学
ゼ
ミ

ナ
～
ル
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
推
進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
中
世
以
降
の
、
と
く
に
近
代
の
ド
イ
ツ
政
治
史
に
研
究
・
教
育

を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
建
設
が
あ
た
か
も
歴
史
の
必
然
で
あ
る
か
の
よ
う
な
神
話
を
つ
く
り
だ
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
多
民
族
国
家
ス
イ
ス
連
邦
の
歴
史
家
と
し
て
、
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
国
罠
国
家
の
正
当
性
そ
の
も
の
に
疑
念
を
も
っ
て
い
た
。
彼

は
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
社
会
と
も
っ
と
も
共
存
し
う
る
都
市
国
家
す
な
わ
ち
小
国
家
に
国
家
の
理
想
像
を
想
定
し
、
都
市
連
合
と
い
う

国
家
形
態
に
も
ヨ
i
諏
ッ
パ
諸
国
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
圏
民
国
家
と
は
、
畢
寛
、
精
神
に

よ
る
規
制
を
受
け
な
く
な
っ
た
大
国
家
の
美
名
に
す
ぎ
な
い
。
愈
愈
を
受
け
な
い
大
国
家
が
、
上
か
ら
の
権
力
行
使
と
下
か
ら
の
権
力
渇
望
と

に
さ
さ
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
集
塊
作
用
を
発
揮
し
て
、
や
が
て
は
古
き
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
伝
統
で
あ
る
自
由
と
多
様
性
を
根
絶
し
て
い
く
こ
と

　
　
　
　
　
⑰

が
予
感
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
現
象
を
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
ま
さ
に
当
時
の
「
大
き
な
大
学
し
に
お
け
る
歴
史
学
教
育
の
在
り
方
に
み
て
い

た
。
彼
が
直
面
し
た
問
題
は
、
学
問
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
自
由
な
精
神
を
駆
逐
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
個
人
の
生
活
の
な
か
に
活
か
さ
れ
る
原

理
と
し
て
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
奉
仕
す
る
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
が
教
育
活
動
の
場
と
し
て
選
ん
だ
「
小
さ
な
大
学
」
と
彼
の
提
唱
し
た
文
化
史
学
は
い
か
な
る
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

回
答
は
、
彼
が
バ
ー
ゼ
ル
大
学
で
行
な
っ
た
記
念
講
演
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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④
バ
ー
ゼ
ル
大
学
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
後
任
正
教
授
の
発

　
議
に
よ
り
　
八
八
七
年
に
創
設
さ
れ
た
。
同
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
規
約
、
大
学
図
書
館

　
の
参
考
図
書
使
用
権
お
よ
び
自
由
意
志
大
学
協
会
の
資
金
援
助
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る
図
書
購
入

　
基
金
を
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。
岡
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
開
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推
進
し
た
ブ
ル
ッ
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・
ハ
ル
ト
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ソ
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智
く
・
勺
野
口
α
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H
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国
p
嵩
葺
コ
σ
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ボ
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お
い
て
ジ
ー
ベ
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指
導
叩
を
受
け
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人
物
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な
お
、
同
ゼ
ミ
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ω
■
窃
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舞

⑪
≦
●
≦
ω
9
窪
岱
・
旨
碧
旨
じ
σ
弩
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三
け
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ヨ
§
蜜
鉱
蕊
①
ω
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鑓
N
寓
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も
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α
ゆ
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⑫
切
き
切
県
旧
く
㌧
ω
．
お
9
雪
を
謙
一
巨
諺
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。
島
興
く
。
ヨ
写
研
雪
団
蕊
①
。
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幽

⑬
肉
ミ
．

⑭
切
評
b
ロ
α
「
＜
」
ω
・
荘
重
寓
磐
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。
鴨
吋
2
＜
。
旨
卜
智
コ
山
。
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①
G
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．

⑮
肉
ミ
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⑯
　
タ
、
．
＜
一
ω
o
プ
霞
ユ
．
｝
聾
づ
｝
．
ゆ
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三
ユ
【
7
9
a
爵
ぐ
9
ゴ
一
刈
．
窯
a
一
G
Q
O
ら
Q
層
ヨ
”
N
㌧
r

　
ω
．
朝
Q
◎
．

⑰
謹
3
6
Q
．
ま
’

⑱
寧
．
や
じ
ご
阜
く
”
ω
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営
二
郎
一
あ
写
窪
く
。
ヨ
ピ
互
用
回
」
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。
O
。
。
■

⑲
き
ゴ
じ
d
〔
野
H
〈
”
の
」
。
。
ρ
雪
≦
一
讐
。
ゴ
〈
ぎ
9
『
〈
。
ヨ
冥
楓
き
望
蕊
Φ
。
。
■

⑳
O
。
霞
急
く
窪
お
暮
轟
署
”
し
ご
一
。
α
q
座
喜
ぎ
冨
匿
巳
¢
障
§
α
q
句
ぎ
凱
、
固
．
〈
’
の
を
⑦
ご

　
関
s
、
軸
ミ
鷺
三
男
ミ
月
寒
ミ
ミ
』
袋
9
N
鵯
斜
窓
貯
お
プ
。
餌
一
〇
。
り
“
層
ψ
◎
0
9

⑳
　
出
．
〈
．
ω
団
σ
①
r
d
σ
曾
O
⑦
コ
ω
雷
口
儒
ユ
母
嵩
。
ロ
㊦
話
＝
α
①
三
。
。
魯
⑦
コ
Ω
霧
。
鉱
－

　
o
茸
ω
。
。
話
貯
彰
コ
σ
q
層
（
一
Q
◎
9
）
℃
ぎ
騨
o
Q
罵
ぴ
①
押
ミ
ミ
謡
馬
ミ
亀
。
、
帖
逡
ぎ
物
h
ミ
．
ミ
ミ
N
b
じ
づ
阜

　
い
Q
。
．
〉
¢
ぬ
幽
ω
ε
洋
α
q
帥
耳
お
○
。
O
、
ω
．
ω
q
ω
跨

⑳
　
司
鋤
職
こ
ω
．
ω
絵
h
幽

⑳
　
く
α
q
ピ
目
巳
⑦
三
）
昌
毒
吻
筒
』
■
O
’
、
ω
．
ω
O
四
二

⑭
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
そ
の
候
補
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学

　
哲
学
部
に
お
け
る
歴
史
学
正
教
授
の
人
事
選
考
論
議
（
一
八
六
七
年
）
が
ま
さ
に

　
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
能
登
反
対
派
が
反
対
理
由
の
第
一
に
あ
げ

　
た
も
の
は
、
ド
イ
ツ
国
家
統
一
問
題
に
彼
が
ほ
と
ん
ど
興
味
を
も
っ
て
い
な
い
と

　
い
う
点
で
あ
っ
た
。
マ
ル
チ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ソ
『
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
…
家
』
鈴
木

　
直
ほ
か
訳
、
一
九
九
三
年
、
平
凡
社
、
　
五
｝
頁
以
下
参
照
。

⑳
切
｝
じ
σ
＾
凶
」
＜
吻
ω
」
。
。
押
舘
≦
■
≦
。
，
9
蔑
く
。
ヨ
一
晶
ζ
き
《
蕊
⑦
G
。
．

⑳
軽
き
じ
d
9
ざ
ω
鳥
9
§
じ
む
窪
回
冨
軽
四
・
σ
q
塞
く
。
ヨ
。
。
ρ
窓
野
，
N
」
。
。
刈
ρ

⑳
＜
σ
q
ド
b
謬
メ
じ
σ
阜
く
》
の
」
9
三
岡
貞
幽
翠
葺
く
。
ヨ
担
冒
コ
」
。
。
①
。
。
噛

⑳
O
ヨ
㌧
じ
ご
P
＜
㌧
o
。
』
。

⑳
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
開
設
や
演
習
授
業
の
実
施
は
自
分
の
任
務
で
は
な
い
と
い
う
見

　
解
は
書
簡
に
お
い
て
閣
言
さ
れ
て
い
る
（
切
き
b
ご
α
．
＜
”
ω
．
嵩
℃
き
談
．
唱
『
Φ
望

　
く
9
昌
ド
冒
戸
一
〇
。
Φ
◎
。
．
）
。
だ
が
こ
れ
は
、
ケ
ー
ギ
の
い
う
よ
う
な
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

　
運
営
の
難
し
さ
を
認
識
し
た
、
謙
虚
で
「
消
極
豹
な
決
心
（
穴
円
①
◎
q
計
葛
．
、
じ
導
轟
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同
く
’
Q
り
』
い
．
）
」
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
・
演
習
教
育
の
悪
弊
を
認

　
識
し
た
、
積
極
的
な
決
心
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑳
q
砺
怠
る
』
鰹
塗

⑳
仲
手
川
良
雄
『
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
史
学
と
現
代
』
創
文
社
、
一
九
七
七
年
、
二
五

　
四
頁
以
下
。

⑳
　
ジ
ー
ベ
ル
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
通
俗
的
な
理
解
を
示
す
の
み
で
あ
る
（
甲
固
■

　
＜
．
ω
《
σ
o
鮒
U
一
①
鳥
。
馨
ω
o
げ
①
昌
　
幽
＝
乙
　
島
Φ
　
ρ
霧
♂
く
警
二
㏄
o
昌
　
d
甑
♂
、
o
笏
＝
鋒
§
層

　
（
お
①
Q
。
y
ぎ
“
O
q
蜜
σ
巴
、
昏
含
．
㌧
Q
q
甲
ま
．

⑳
　
O
ヨ
」
⇔
σ
◎
回
く
㌧
ω
．
G
。
ω
ω
曾

⑭
　
O
ミ
ポ
け
9
〈
層
ω
■
一
ド

⑯
　
ジ
ー
ベ
ル
は
自
分
が
主
宰
す
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
、
一
四
世
紀
以
降
の
ド

　
イ
ツ
史
を
集
中
的
に
共
同
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
（
O
o
洋
。
コ
〈
。
安
ど
奔
鼻
O
．
”

　
○
っ
・
卜
。
①
ご
、
自
ら
が
創
刊
し
た
『
史
学
雑
誌
曝
に
お
い
て
も
、
近
代
史
と
ド
イ
ツ

　
史
、
と
く
に
そ
の
狭
義
の
政
治
史
を
編
集
方
針
上
も
っ
と
も
重
要
な
分
野
と
位
置

　
付
け
、
そ
れ
を
同
誌
第
一
巻
緒
欝
に
明
言
し
た
（
く
σ
q
一
．
幾
N
．
ど
く
O
H
．
≦
O
吋
幹
）
。

⑯
　
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
中
世
後
期
の
巴
布
同
盟
研
究
に
深
い

　
関
心
を
寄
せ
て
い
た
（
一
（
餌
Φ
σ
Q
ひ
　
鳶
こ
　
切
自
’
　
＜
℃
　
o
D
・
　
一
q
h
．
）
。

⑰
b
屡
き
b
ご
α
．
＜
℃
ω
レ
8
る
昌
冑
二
⑦
α
誉
7
〈
8
埠
①
8
ぎ
旨
爬
P
甘
ぞ
蕊
『
P 88　（924＞

四
　
ギ
リ
シ
ア
的
知
の
模
範
、
文
化
史
学
、
小
さ
な
大
学

　
一
八
八
一
年
の
大
学
記
念
祭
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
特
別
講
演
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
学
問
的
功
績
に
つ
い
て
」
は
、
教
育
・
研
究
に
か
ん
す
る

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
見
解
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
指
し
示
し
て
い
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
指
摘
以
来
、
こ
の
講
演
で
展
開
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
外
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
在
り
方
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
自
身
の
学
問
観
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
不
特
定
多
数
の
読

者
を
対
象
と
し
た
著
作
な
い
し
は
専
門
研
究
者
を
想
定
し
た
研
究
論
文
で
は
な
く
、
同
時
代
の
バ
ー
ゼ
ル
大
学
学
生
、
教
員
、
バ
ー
ゼ
ル
市
民

と
い
う
具
体
的
な
聴
衆
を
対
象
と
し
た
講
演
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
特
定
の
社
会
層
に
た
い
す
る
教
育
効
果
を
ね
ら
っ
た
内
容
を

も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
軽
視
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
講
演
の
内
容
と
こ
れ
を
聴
講
す
る
具
体
的

な
受
手
と
の
関
係
で
あ
り
、
講
演
を
通
じ
て
聴
衆
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
意
図
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
別
講

演
の
内
容
を
そ
の
骨
子
と
な
っ
た
講
義
「
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
」
第
八
章
な
ど
に
よ
っ
て
補
完
し
な
が
ら
教
育
趣
旨
の
観
点
か
ら
と
ら
え
直
し
て
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
活
動
の
場
と
し
て
選
択
し
た
バ
ー
ゼ
ル
大
学
と
そ
こ
に
お
け
る

歴
史
学
教
育
の
史
的
意
義
は
、
一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



ブルクハルトとドイツ諸大学における歴史学教育（森田）

　
こ
の
講
演
で
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
彼
が
考
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
源
流
た
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
形
姿
を
知
に
た
い
す
る
関
係
か
ら
描
き
、

研
究
・
教
育
と
い
う
知
の
領
域
に
お
い
て
、
真
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
特
性
と
は
何
か
、
ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
知
の
在
り
方
は
い
か
に
あ
る

べ
き
か
を
聴
衆
に
指
し
示
し
て
い
る
。
彼
が
ギ
リ
シ
ア
の
特
性
を
描
写
す
る
と
き
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
オ
リ
エ
ン

ト
の
学
問
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
諸
学
の
基
礎
を
築
き
、
学
問
が
最
高
度
に
興
隆
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
知
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
特
権
や
利
益
と
い
っ
た
報
酬
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
国
家
が
た
て
た
学
術
組
織
や
教
育
施
設
が
存
在
し
な
か
っ
た
ば
か
り

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
、
逆
に
知
識
人
は
国
家
か
ら
敵
視
・
迫
害
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
学
問
研
究
は
多
く
の
犠
牲
に
耐
え
な
が
ら
、
野

人
が
内
的
必
然
性
に
導
か
れ
て
ま
っ
た
く
私
的
に
行
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
エ
ジ
プ
ト
・
ペ
ル
シ
ア
な
ど
同
時

代
の
オ
リ
エ
ン
ト
で
は
、
特
権
的
な
「
知
識
階
級
国
語
3
旨
」
や
「
神
官
階
級
℃
馨
。
。
3
誘
魯
㊤
総
勢
」
が
、
国
家
あ
る
い
は
宗
教
権
力
か
ら
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
な
財
政
援
助
と
特
権
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
組
織
的
に
研
究
活
動
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
い
て
学
問
研

究
は
公
的
保
護
、
奨
励
の
も
と
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
対
照
的
な
二
つ
の
学
問
の
在
り
方
を
対
比
し
て
、
知
識
の
絶
対
量
と
個
々
の
専
門
技
術
の
水
準
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン

ト
の
圧
倒
的
な
優
勢
を
認
め
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
よ
り
も
早
期
か
ら
国
家
事
業
的
計
画
性
を
も
っ
て
遂
行
さ
れ
た
オ
リ
エ
ン
ト
の
知
識
収
集
活

動
は
、
個
人
の
任
意
に
任
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
の
学
問
よ
り
も
効
率
的
か
つ
体
系
的
で
、
大
規
模
に
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
強
大
な
ア
ジ

ア
的
専
制
国
家
の
文
化
に
お
け
る
利
点
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
薫
製
国
家
の
文
化
的
欠
陥
を
見
逃
さ
な

い
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
文
化
は
彼
に
よ
れ
ば
、
三
つ
の
ポ
テ
ン
ツ
説
の
観
点
か
ら
、
国
家
か
ら
強
い
制
約
を
受
け
た
文
化
の
典
型
と
し
て
と
ら
え

　
　
⑥

ら
れ
た
。
国
家
に
規
制
さ
れ
た
文
化
の
特
徴
は
、
文
化
が
国
家
と
結
び
つ
い
た
特
定
の
階
級
に
掌
握
さ
れ
、
他
の
文
化
圏
と
の
交
流
が
国
家
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
遮
断
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
文
化
の
方
向
が
国
家
に
よ
っ
て
一
方
的
に
方
向
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
文

化
は
「
部
分
文
化
勺
霞
諜
ρ
野
三
ε
昌
と
も
い
う
べ
き
、
技
術
的
な
個
々
の
専
門
分
野
に
そ
の
発
展
が
制
限
さ
れ
、
全
体
へ
の
展
望
、
総
舎
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
前
提
と
す
る
よ
う
な
精
神
的
分
野
に
お
け
る
文
化
は
停
滞
状
態
に
陥
る
こ
と
を
免
れ
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
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ブ
ル
．
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
な
オ
リ
エ
ン
ト
の
文
化
的
欠
陥
を
講
演
に
お
い
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聴
衆
に
何
を
訴
え
よ
う
と
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
注
目
す
べ
き
は
、
同
時
代
の
学
問
的
趨
勢
が
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
知
の
在
り
方
よ
り
も
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
知
の
在
り
方
に
向
っ
て

進
行
し
て
い
る
と
彼
が
考
え
て
い
た
点
で
あ
る
。
近
代
の
大
国
家
を
背
景
と
し
た
学
術
研
究
の
国
家
事
業
化
、
国
家
に
よ
る
教
育
管
理
、
試
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

制
度
、
こ
れ
ら
は
講
義
「
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
」
に
お
い
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
的
知
の
特
性
と
対
比
す
る
形
で
し
ば
し
ぼ
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
近
代

の
知
に
か
ん
す
る
諸
制
度
は
ギ
リ
シ
ア
と
は
対
照
的
な
知
に
た
い
す
る
在
り
方
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
と
同

じ
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
着
目
す
る
点
は
、
両
者
に
共
通
す
る
国
家
の
文
化
支
配
で
あ
る
。
近
代
の
学
問
は
社
会
契
約
説

な
ど
国
家
の
未
来
像
に
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
を
提
供
し
、
一
見
文
化
が
国
家
を
確
約
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の

こ
と
が
か
え
っ
て
国
家
概
念
の
未
曾
有
の
拡
大
を
も
た
ら
し
、
強
大
な
大
国
家
の
出
現
を
容
易
に
し
た
。
そ
の
た
め
、
結
果
的
に
は
二
次
的
に

増
強
さ
れ
た
国
家
の
文
化
規
制
が
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
き
、
オ
リ
エ
ン
ト
と
近
代
の
学
問
は
共
通
の
欠
陥
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
国
家
に
保
護
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
特
権
的
知
識
階
級
が
研
究
を
独
占
し
て
い
る
点
に
オ
リ
エ
ン
ト
的
知
の
「
内
的
限
界
性
」
の
由
来
を
指
摘
し
、
精
神
的
分
野
、
と
く
に
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

学
の
分
野
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
に
た
い
す
る
オ
リ
エ
ン
ト
の
質
的
劣
勢
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
近
代
史
学
、
と
く
に
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ

ー
ル
を
通
じ
て
国
家
学
術
組
織
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
ド
イ
ツ
史
学
に
た
い
す
る
厳
し
い
判
断
を
示
唆
し
て
い
る
。
国
家
に
委
託
さ
れ
た
修

史
事
業
に
た
ず
さ
わ
る
オ
リ
エ
ン
ト
の
史
官
階
層
の
姿
に
国
家
予
算
に
依
存
し
た
官
僚
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
専
門
歴
史
研
究
者
の
姿
を
彼
は
み

た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
れ
ら
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
代
の
研
究
・
教
育
の
制
度
化
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
現
象
を
批
判
す
る
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
後
に
予
想
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
未
来
像
を
も
暗
示
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
化
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
示
唆
を
行
な
う
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
意
図
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
の
聴
衆
で
あ
る
バ
ー
ゼ
ル
大
学
関
係
者
が
講
演
当
時
、
お
か
れ

て
い
た
状
況
を
一
瞥
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
中
世
以
来
の
長
い
伝
統
を
誇
る
バ
ー
ゼ
ル
大
学
は
、
近
代
大
学
と
し
て
は
「
大
き
な
大
学
」
を
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中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
諸
大
学
網
の
周
縁
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
講
演
の
行
な
わ
れ
た
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
こ
の
大
学
は
将
来
構
想

を
め
ぐ
っ
て
ひ
と
つ
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
大
き
な
大
学
を
中
心
と
し
た
知
的
潮
流
に
追
従
し
、

学
術
組
織
と
し
て
の
調
度
化
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
か
、
そ
れ
と
も
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
の
伝
統
的
特
性
に
た
ち
か
え
り
、
そ
の
独
自
性
を
追
求

す
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
を
前
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
特
性
と
は
一
八
三
〇
年
代
の
危
機
以
来
堅
持
し
て
き
た
市
民
教
育
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

伝
統
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
六
〇
年
代
に
大
学
組
織
法
令
に
も
り
こ
ま
れ
た
専
門
研
究
・
職
業
教
育
の
重
点
強
化
方
向
で
あ
る
。
後
奢
の
方

向
に
し
た
が
っ
て
、
哲
学
部
は
古
典
・
歴
史
学
部
門
と
数
学
・
自
然
科
学
部
門
と
に
分
化
し
、
自
然
科
学
関
連
施
設
の
拡
充
と
諸
物
、
ミ
ナ
ー
ル

の
設
置
に
努
め
る
ほ
か
、
こ
の
講
演
の
前
年
に
は
基
礎
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
予
科
を
廃
止
し
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
専
門
化
へ
の
対
応
は

財
政
面
で
の
相
対
的
な
脆
弱
さ
か
ら
不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
施
設
規
模
や
学
生
数
に
お
け
る
大
き
な
大
学
と
の
格
差
は
さ
ら
に
拡
が
ろ

　
　
　
　
　
⑫

う
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
行
な
わ
れ
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
講
演
は
、
豊
か
な
財
政
基
盤
に
さ
さ
え
ら
れ
た
「
大
き
な
大
学
」
の
根
本
的
欠
陥
を

オ
リ
エ
ン
ト
の
知
的
欠
陥
と
型
置
し
な
が
ら
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
向
へ
の
追
随
を
批
判
し
、
こ
れ
に
警
告
を
与
え
た
も
の
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
明
ら
か
に
「
小
さ
な
大
学
」
の
独
自
性
を
活
か
そ
う
と
い
う
立
揚
に
立
っ
て
い
た
。
市
民
教
育
と
い
う
伝
統
路
線

の
存
廃
は
単
に
大
学
の
将
来
の
み
な
ら
ず
、
中
世
以
来
の
都
市
国
家
．
バ
ー
ゼ
ル
の
将
来
を
も
大
き
く
左
右
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
市
民
教
育
こ
そ
バ
ー
ゼ
ル
教
養
市
民
の
内
実
と
い
う
も
の
を
形
成
す
る
形
で
都
市
国
家
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
市
民
社
会
そ
の
も
の
を
一
九

世
紀
に
お
い
て
も
保
持
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
市
民
社
会
と
は
布
民
の
内
的
な
エ
ー
ト
ス
を
通
じ
て
独
自
の
秩
序
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

近
代
国
民
国
家
の
単
な
る
住
民
の
寄
せ
集
め
と
は
一
線
を
間
し
て
い
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
講
演
で
称
揚
す
る
知
に
た
い
す
る
ギ
リ
シ
ア
的
な

在
り
方
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
都
市
国
家
に
お
け
る
市
民
の
知
に
お
け
る
内
的
な
模
範
、
原
型
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
大
学
が
担
う
べ
き
市
民
教

育
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
的
知
の
模
範
を
勘
案
す
る
と
き
、
い
か
な
る
形
態
を
と
り
、
い
か
な
る
実
質
内
容
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
古
典
語
教
育
に
代
わ
っ
て
、
教
養
あ
る
市
民
に
た
い
す
る
基
礎
教
育
の
中
核
と
な
る
べ
き
歴
史
学
教
育
が
伝
え
る
べ
き
知
的
内
容
と
そ
の
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方
法
に
聞
古
す
る
。
そ
の
歴
史
学
教
育
は
当
然
オ
リ
エ
ン
ト
史
学
と
同
定
さ
れ
る
「
大
き
な
大
学
」
の
歴
史
学
と
は
異
な
る
理
念
と
方
法
に
依

拠
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
講
演
の
最
後
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ギ
リ
シ
ア
史
学
の
特
性
を
詳
述
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
小
さ
な
大
学
に
お

け
る
歴
史
学
教
育
を
さ
さ
え
る
文
化
史
学
の
立
場
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
報
酬
や
特
権
と
結
び
つ
か
な
か
っ
た
ギ
リ
ツ
ア
の
学
問
に
は
、
研
究
を
独
占
す
る
知
識
階
級
、
専
門
家
集
団
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
こ
と
、
あ
く
ま
で
内
的
必
然
性
に
従
っ
た
個
人
に
よ
っ
て
研
究
が
担
わ
れ
た
こ
と
を
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
強
調
す
る
。
こ
の
非
職
業
性
、
非
専

門
性
こ
そ
ギ
リ
シ
ア
史
学
の
特
性
で
あ
る
。
専
門
性
の
悪
弊
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
た
め
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
自
分
の
周
囲
を
ひ
と
つ
の
全
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
と
ら
え
る
視
点
と
事
物
を
公
平
に
扱
う
客
観
的
な
精
神
と
い
う
特
質
を
歴
史
叙
述
に
結
晶
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
成
果
は
自
国
史

の
枠
を
こ
え
、
他
民
族
を
も
公
平
に
取
り
扱
っ
た
「
世
界
史
」
の
執
筆
で
あ
り
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
達
成
し
た
こ
の
業
績
は
非
ギ
リ
シ
ア
人
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

不
可
能
で
あ
っ
た
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
断
言
す
る
。
彼
は
こ
の
広
く
て
自
由
な
歴
史
叙
述
に
、
近
代
ド
イ
ツ
史
学
と
は
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の

歴
史
学
の
在
り
方
と
そ
の
可
能
性
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
叙
述
に
際
し
て
逸
話
を
多
用
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
歴
史

の
認
識
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
は
、
単
な
る
個
々
の
事
実
で
は
な
く
、
事
実
に
内
在
す
る
真
実
で
あ
る
。
逸
話
は
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
一

度
も
な
い
が
、
つ
ね
に
真
実
を
類
型
的
に
表
現
し
て
い
る
。
国
家
や
宗
教
の
意
向
に
と
ら
わ
れ
ず
真
に
内
面
化
に
値
す
る
も
の
の
み
を
書
き
残

そ
う
と
し
た
と
き
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
逸
話
の
な
か
に
そ
れ
を
発
見
し
た
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
と
っ
た
こ
の
方
法
こ
そ
、
類
型
的
で
特
性
表
現
的
な

も
の
を
通
じ
て
過
去
の
精
神
を
内
面
化
し
よ
う
と
す
る
文
化
史
学
の
立
場
と
そ
の
方
法
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
業
績
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
の
文
化
史
学
的
方
法
に
よ
っ
て
内
面
化
す
べ
き
ギ
リ
シ
ア

の
精
神
の
実
質
的
特
性
を
論
じ
て
い
る
。
彼
は
歴
史
叙
述
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
人
と
他
と
の
決
定
的
な
差
は
、
彼
ら
が
も
つ
総
合
判
断
の
天
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
ら
生
じ
た
と
し
て
い
る
。
広
い
視
野
と
公
平
な
視
点
を
前
提
と
し
た
総
合
判
断
こ
そ
、
事
実
に
か
ん
す
る
単
な
る
知
識
の
集
積
が
も
た
ら
す

以
上
の
も
の
を
も
た
ら
す
。
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
功
績
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
現
象
を
全
般
的
な
総
合
観
察
の
も
と
に
包
括
し
て
い
る

点
」
に
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
｝
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
彼
は
文
化
史
的
判
断
の
父
O
興
く
葺
茸
脅
ω
さ
窪
母
三
ω
ε
層
一
ω
9
①
p
⊂
洋
。
一
月
で
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⑰

あ
る
」
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
扁
す
な
わ
ち
彼
自
身
を
含
む
バ
ー
ゼ
ル
大
学
関
係
老
が
文

化
史
学
に
お
い
て
め
ざ
す
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
知
の
内
実
た
る
、
こ
の
世
界
全
体
を
見
通
す
よ
う
な
視
点
と
客
観
的
な
精
神
を
継
承
し
て

い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
学
教
育
が
促
す
市
民
的
自
己
認
識
作
業
は
ま
さ
に
ギ
リ
シ
ア
的
知
と
の
関
わ
り
を
起
点
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

総
合
性
を
本
質
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
的
知
が
専
門
化
と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
専
門
化
を
国
家
組
織
と
し
て
制
度

化
し
た
大
き
な
大
学
で
は
な
く
、
学
術
組
織
と
し
て
の
制
度
化
が
遅
れ
た
小
さ
な
大
学
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
よ
う
な
知
的
実
質
を
継
承
す
る

役
割
は
担
わ
れ
よ
う
。
小
規
模
な
団
体
の
特
質
と
し
て
の
人
間
関
係
の
単
純
さ
、
組
織
・
機
構
の
簡
素
さ
は
、
健
全
な
市
民
社
会
の
原
基
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

私
的
で
自
由
な
知
の
実
現
に
最
適
の
場
を
提
供
す
る
。
人
倫
的
な
も
の
を
実
現
す
る
も
の
は
、
国
家
で
は
な
く
社
会
で
あ
る
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

は
断
言
す
る
。
国
家
官
僚
た
る
専
門
歴
史
家
に
よ
る
上
か
ら
の
国
民
教
育
で
は
な
く
、
社
会
に
根
差
し
た
下
か
ら
の
市
民
教
育
に
よ
っ
て
こ
そ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
未
来
は
さ
さ
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
を
現
在
な
し
う
る
も
の
は
小
さ
な
大
学
以
外
に
な
い
。
こ
こ
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
考
え
る
バ

ー
ゼ
ル
大
学
の
「
形
而
上
学
的
意
味
」
、
小
さ
な
大
学
固
有
の
役
割
と
存
在
理
由
と
が
あ
る
。

　
　
　
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
学
習
に
は
強
制
冒
口
。
・
。
。
魯
は
な
い
。
あ
る
の
は
純
然
た
る
自
由
意
志
≦
○
濠
昌
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
彼
ら
は
永
遠
に
鼓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
舞
す
る
模
範
で
あ
る
。
こ
の
模
範
が
、
わ
れ
わ
れ
、
教
え
る
者
に
と
っ
て
も
学
ぶ
者
に
と
っ
て
も
、
決
し
て
失
わ
れ
な
い
こ
と
を
。
」

　
一
八
八
一
年
に
行
な
わ
れ
た
バ
ー
ゼ
ル
大
学
全
学
生
と
全
教
員
に
向
け
て
の
記
念
講
演
は
、
以
上
の
よ
う
な
一
文
で
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
的
な
知
の
模
範
を
継
承
し
う
る
小
さ
な
大
学
が
そ
の
特
性
を
活
か
し
て
市
民
教
育
の
伝
統
に
た
ち
か
え
る
こ
と
と
そ
の
意
義
を
ブ
ル

ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
講
演
を
通
じ
て
訴
え
よ
う
と
し
た
。
教
育
・
研
究
の
背
後
か
ら
大
國
家
の
圧
力
が
の
し
か
か
る
時
代
に
、
こ
れ
に
耐
え
う
る

よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
社
会
の
存
続
を
希
求
し
た
彼
に
と
っ
て
、
市
民
教
育
を
実
現
す
る
小
さ
な
大
学
と
文
化
史
学
の
方
法
は
ま
さ
に
そ
の
防

塁
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
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⑪
　
一
八
三
五
年
網
定
の
バ
ー
ゼ
ル
大
学
組
織
法
令
に
は
、
大
学
の
目
的
は
門
市
民

的
精
神
を
形
成
す
る
一
般
的
人
間
知
の
普
及
」
に
あ
る
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
だ

　
が
、
一
八
六
六
年
制
定
法
令
で
は
こ
れ
は
「
高
度
な
学
術
的
職
業
教
育
」
と
「
学

問
自
体
の
推
進
と
普
及
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
（
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霧
フ
自
躍
。
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小
ド
イ
ツ
主
義
的
な
政
治
史
家
と
し
て
つ
ね
に
ド
イ
ツ
史
学
界
の
中
心
に
あ
っ
た
ジ
ー
ベ
ル
と
、
同
じ
よ
う
に
ラ
ン
ケ
の
薫
陶
を
受
け
な
が

ら
、
全
欧
的
な
視
野
を
も
っ
た
文
化
史
家
と
し
て
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
な
位
置
に
立
ち
続
け
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
こ
の
両
者
の
比
較
は
著
作
か

ら
析
出
さ
れ
る
史
学
思
想
史
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
史
学
と
文
化
史
学
と
の
対
比
と
い
う
狭
い
枠
内
に
問

題
が
限
定
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
両
者
が
行
な
っ
た
歴
史
学
教
育
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
論
究
す
る
と
き
、
そ
れ
は
一

九
世
紀
ド
イ
ツ
の
国
家
と
社
会
の
形
姿
を
開
示
し
な
が
ら
、
今
日
の
歴
史
学
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
諸
問
題
に
関
わ
る
よ
う
な
奥
行
を
み
せ
る

の
で
あ
る
。
ジ
ー
ベ
ル
が
導
入
し
た
歴
史
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
一
九
世
紀
末
ま
で
に
ド
イ
ツ
諸
大
学
す
べ
て
に
設
置
さ
れ
、
今
日
に
い
た
る
ま
で

の
歴
史
学
専
門
教
育
の
基
本
構
造
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
ゼ
ミ
ナ
…
ル
を
通
じ
て
次
代
の
歴
史
研
究
者
は
養
成
さ
れ
、
次
代
の
歴
史
研
究
の
在

り
方
が
規
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
は
今
日
の
ド
イ
ツ
史
学
界
に
も
大
き
く
そ
の
影
を
投
げ
掛
け
て
い
る
と



ブルクハルトとドイツ諸大学における歴史学教育（森田）

い
っ
て
よ
い
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
明
察
し
た
の
は
ま
ざ
に
そ
の
よ
う
な
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
影
響
力
と
そ
の
悪
弊
で
あ
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
特
有
の
師

弟
関
係
が
、
自
由
な
考
察
・
判
断
を
妨
げ
、
師
と
同
じ
内
的
傾
向
を
も
っ
た
国
家
官
僚
た
る
歴
史
家
集
団
を
養
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
歴
史
学

の
一
傾
向
を
長
期
に
わ
た
っ
て
正
統
化
し
、
他
の
可
能
性
を
根
絶
や
し
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
結
果
的
に
は
国
家
に
よ
る
歴
史
堂
馴
致
を
も
容

易
に
し
た
。
国
民
国
家
建
設
後
、
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
や
文
化
闘
争
を
積
極
的
に
支
持
し
て
、
国
民
国
家
内
の
異
分
子
排
除
に
努
め
た
ジ
ー
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ル
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
の
在
り
方
を
ま
さ
に
体
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
彼
と
そ
の
追
随
者
は
国
家
の
強
大
化
が
招
来
す
る
危
険
に
つ

い
て
は
ま
っ
た
く
盲
目
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
新
ラ
ン
ケ
学
派
の
台
頭
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
史
学
界
の
政
治
化
そ
の
も
の

は
確
か
に
下
火
に
な
っ
て
い
く
。
だ
が
、
文
書
館
史
料
に
依
拠
し
た
厳
密
な
国
家
史
と
い
う
ド
イ
ツ
史
学
特
有
の
研
究
方
法
と
思
考
方
法
は
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
教
育
を
通
じ
て
第
二
次
大
戦
後
ま
で
正
統
史
学
と
し
て
保
存
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
史
学
界
の
硬
直
化
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
決
し
て

看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
戦
後
、
こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
史
学
の
在
り
方
を
反
省
し
た
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
い
ち
早
く
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
再
評
価
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

ラ
ン
ケ
以
来
の
ド
イ
ツ
正
統
史
学
の
流
れ
を
汲
み
、
『
史
学
雑
誌
瞼
の
編
集
を
通
じ
て
ジ
ー
ベ
ル
の
衣
鉢
を
継
い
だ
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
「
ブ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ハ
ル
ト
の
卓
越
性
は
現
在
お
よ
び
未
来
に
つ
い
て
の
判
断
に
あ
る
」
と
述
べ
る
と
き
、
ド
イ
ツ
史
学
界
の
み
な
ら
ず
同
時
代
の
国
家
と
社
会
を

深
く
認
識
し
て
い
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
帰
結
と
し
て
彼
が
意
図
し
た
市
民
教
育
と
し
て
の
歴
史
学
、
す
な
わ
ち
文
化
史

学
が
一
層
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
。
歴
史
学
の
専
門
化
が
制
度
化
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
た
一
九
世
紀
に
、
専
門
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

市
民
的
歴
史
学
教
育
を
実
現
し
た
文
化
史
学
の
在
り
方
は
、
歴
史
学
が
専
門
知
識
以
外
に
何
を
も
た
ら
し
う
る
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
内

包
し
つ
つ
、
高
度
に
専
門
分
化
し
た
今
日
の
歴
史
学
と
そ
の
教
育
の
在
り
方
に
再
考
の
手
が
か
り
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
日
論
議
の

対
象
に
な
り
つ
つ
あ
る
歴
史
教
育
一
般
の
問
題
に
つ
い
て
も
こ
こ
か
ら
多
く
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
文
化
史
学
の
方
法
と
理

念
が
今
日
再
び
、
史
学
理
論
研
究
者
の
注
視
す
る
と
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
同
時
代
の
史
的
世
界

と
の
関
わ
り
を
視
野
に
取
り
入
れ
て
い
く
と
き
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
も
つ
予
見
性
・
現
代
性
は
ま
す
ま
す
そ
の
輪
郭
を
顕
に
す
る
。
さ
ら
に
ま
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た
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
史
学
界
、
国
家
・
社
会
の
諸
状
況
は
、
彼
め
営
為
を
手
が
か
り
に
と
ら
え
直
さ
れ
た
と
き
、
よ
り
鋭
角
的
な
問
題
点

を
提
示
し
な
が
ら
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
史
学
史
的
研
究
に
よ
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
研
究
の

可
能
性
を
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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Jacob　Burckhardt　und　’Heinrich　von　Sybel

by

MoRiTA　Takeshi

　　Diese　Arbeit　beabsichtigt　die　Beziehmg　zwischen　dem　Ziel　des　Jacob

Burckhardts　als　ein　Dozent　der　Geschite　und　dem　Trend　der　Geschichts－

wissenschaft　an　den　deutschen　Universitaten　aufzuhellen．

　　Seit　er．den　ordent1三chen　Lehrstuhl　der　Geschichte　an　der　U皿五versita亡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ロBasel　trat，　hat　er　weder　die　historische　Ubung　noch　Historisches　Semi－

nar　abgehaltet，　denn　er　die　Geschichte　als　eine．propadeutische　Fach

nicht　als　spezielle　Gelehrsamkeit　betrachtete．　Diese　Meinung　stand

sich　gegenUber　die　玲Lnsicht　der　deutschen　Historiker　Zunft　Uber　die

Geschichte．　Insbesondere　hielt　Heinrich　von　Sybel（der．GrUndungsdi－

rektor　des　Historischen　Seminar　an　der　Universit翫MUnchen）die

Geschichte　als　die　wichtigste　Wissenschaft　f芭r　die　GrUndung　des　Deu・

tschen　Reich，　weil　er　die　Wirkung　ihrer　Funktion　der　Volkserziehung

erkalmte．　So　er　fand　n6tig　fttr　die　Erreichung　dieses　groBen　Zweck　die

Historischen　Seminaren　an　den　deutschen．Universitaten　zu　grUnden，

die　die　deutschen　Historikers　ausbilden　sollten．

　　Aber　solche　deutsche　G6schichtswissenschaft　an　den　Gro　Btmiversita－

ten　muBte　die　innetliche　Gren名en　haben　wegen．der　engen　Beziehung

mit　dem　GroBstaat，　wie　das　Wissen　der　Orientalen　im　A玉tertum．　Hatte

Burckhardt　diese　deutschen　Geschichtswissenschaft　als　die　Kultur　in

ihrer　Bedingheit　durch　den　Staat　gehalten，　bildte　er　seine　Kulturgeschi・

ch七e　nach　dem　Vorbild　der　freien　griechischen　Wissenschaft．

　　Als　ejn　Dozent　an　der　kleinern　UniversitXt，　setzte　er　es　s三ch　zum　Ziel

die　akademische　Gebildete　zu　bilden，　die　die　europaische　Gesellschaft

gegen　die　Macht　des　Staats　aufbauen　konnte．

（990）




