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幕
末
・
維
新
期
の
変
革
過
程
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
研
究
老
の
関
心
は
、

今
犠
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
強
い
。

　
こ
の
期
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
注
目
を
ひ
い
た
の
は
寄
生
地
童
調
論
争
を
含

め
て
、
資
本
制
形
成
史
に
関
す
る
諸
論
争
で
あ
り
、
成
立
の
前
提
に
お
け
る
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
契
機
の
必
要
性
の
有
無
が
も
っ
と
も
重
要
な
論
点
の
一
つ
と
し
て

盛
ん
に
論
議
さ
れ
た
が
、
そ
の
主
張
す
る
処
に
つ
い
て
は
、
平
行
線
の
豪
ま
で

現
在
に
釜
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
、
幕
末
・
維
斬
…
期
の
経
済
過
程
を
総
体
的

に
は
把
握
し
が
た
い
も
の
と
の
認
識
が
一
般
的
に
ゆ
き
渡
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
と
く
に
戦
後
に
お
け
る
地
方
史
学
の
発
達
に
対
し
て
、
研
究
業
績
の
禰
朋

化
・
細
分
化
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
か
え
っ
て
、
全
体
的
な
研
究

動
向
を
洞
察
す
る
の
に
困
難
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
見
方
が
ゆ
き
渡
っ
て
い
る
。

　
一
方
で
は
、
こ
の
欠
陥
を
克
服
す
る
た
め
に
有
効
な
方
法
を
探
索
し
よ
う
と

す
る
試
み
が
あ
る
こ
と
も
晃
の
が
せ
な
い
。

　
そ
の
な
か
で
芝
原
拓
自
氏
の
顕
際
的
契
機
の
導
入
に
よ
り
、
こ
の
時
期
の
臼

本
の
変
革
過
程
の
歴
史
的
意
義
を
斑
族
問
題
と
し
て
、
男
ら
か
に
し
ょ
う
と
し

た
努
力
は
注
製
し
て
よ
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
研
究
方
向
は
幕
末
維
薪
期
の
変
革
過
程
の
進

行
に
あ
た
っ
て
、
主
体
的
な
諸
条
件
を
内
的
に
明
確
に
す
る
こ
と
が
先
行
す
る

の
で
な
い
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
外
的
な
偶
然
的
な
現
象
と
化
し
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。
外
圧
下
に
お
か
れ
た
日
本
の
国
際
的
地
位
に
注
自
す
る
と
い
う
の
は
、

変
革
過
程
の
内
発
的
諸
契
機
の
深
化
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
有
効
性
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
諸
契
機
自
体
を
端
緒
的
に
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
有
効
性
が
乏
し
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
服
部
之
聰
氏
以
来
、
幕
末
・
維
新
期
の
変
革
過
程
を
内
的
に

そ
の
物
質
的
基
礎
か
ら
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
た
め
に
、
研
究
上
の
乎
続
と

し
て
、
外
的
諸
契
概
を
一
癒
捨
象
し
た
方
法
が
い
ま
な
お
膚
効
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
捨
象
論
と
い
う
の
は
、
無
視
論
と
は
青
汁
に
異
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
基
本
的
諸
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
い
ま
一
度
、
捨

象
さ
れ
た
諸
条
件
を
も
と
に
も
ど
す
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。

　
し
か
る
に
、
歴
史
研
究
の
上
で
行
わ
れ
る
捨
象
論
を
無
視
論
と
混
絶
す
る
傾

向
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
芝
原
氏
の
業
績
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
大
き

な
反
省
を
与
え
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
点
を
箪
難
し
て
お
り
さ
え
ず
れ
ば
、
幕
末
・
維
新
で
の
変
革

過
程
を
内
発
的
な
諸
契
機
に
対
す
る
追
究
を
主
と
し
て
行
な
お
う
と
す
る
努
力

は
い
ま
な
お
続
け
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
研
究
事
情
か
ら
い
え
ば
、
必
ず
し
も
効
果
的
な
方

法
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
六
三
年
度
の
歴
史
学
研
究
会
大
会
近
野
史
都
会
で
、
幕
末
・
維
新
期
の

経
済
過
程
を
と
り
あ
げ
、
在
郷
商
人
論
や
，
豪
農
論
を
検
討
し
よ
う
と
し
た
の
も

こ
の
よ
う
な
突
情
を
打
開
す
る
た
め
の
一
つ
の
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
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現
在
の
段
階
に
あ
っ
て
、
効
果
的
な
方
法
を
見
聴
す
の
に
は
、
誉
者
細
分
化

の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
諸
業
績
を
総
括
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
総
括
を
習
え
る
基
礎
分
析
の
視
角
が
屑
意
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
従
来
、
こ
の
時
期
を
総
括
す
る
の
に
、
個
々

の
経
営
な
り
、
個
々
の
村
落
の
実
証
的
成
果
か
ら
、
直
ち
に
臼
本
全
体
を
推
挙

し
て
い
っ
た
従
来
の
方
法
論
上
の
欠
陥
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。

　
い
ま
、
　
一
つ
の
方
法
と
し
て
有
効
な
個
別
的
な
業
績
を
出
来
う
る
限
り
集
め

て
、
そ
れ
に
よ
り
全
麟
的
に
概
観
し
よ
う
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
際
、
地
域
類
型
論
を
発
農
段
階
に
か
み
合
せ
て
導
入
し
、
単
二
的
な
突
証
の

成
果
を
こ
の
時
期
の
全
体
像
の
な
か
に
投
入
し
、
欄
別
細
分
化
し
た
業
績
の
位

置
付
け
を
行
な
う
と
い
う
着
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
た
び
公
刊
さ
れ
た
堀
江
英
一
薫
煙
…
「
幕
末
・
維
新
の
農
業
構
造
」
は
そ

の
認
否
は
一
応
雅
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
着
意
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

X
　
　
a

　
ま
ず
、
こ
の
本
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
こ
の
本
の
構
成
は
は
し
が
ぎ
と
本
論
六
音
学
か
ら
な
っ
て
い
る

　
は
し
が
き
に
は
、
こ
の
本
の
で
き
る
ま
で
に
お
け
る
共
岡
研
究
の
経
過
が
の

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
本
論
の
第
一
章
と
第
穴
章
と
ほ
は
し
が
き
と
と
も
に
堀
江
英
一
氏
の
筆
に
な

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
本
の
も
っ
と
も
重
．
要
な
三
分
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
章
か
ら
築
五
章
ま
で
の
各
章
は
、
第
一
輩
と
第
六
章

の
霊
張
を
褻
付
け
る
た
め
に
実
紅
的
に
確
矩
す
る
に
必
要
な
偲
別
分
析
で
あ
り
、

第
一
章
で
指
摘
す
る
農
業
生
産
一
経
営
の
発
展
の
飽
域
類
型
を
も
と
に
し
て
、

各
地
帯
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
農
業
構
造
を
具
休
的
に
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
二
章
で
は
、
中
村
哲
氏
が
泉
州
綿
作
地
帯
を
と
り
あ
げ
、
ま

た
、
　
第
三
章
で
は
、
　
高
沢
裕
一
筑
が
薪
潟
県
を
中
心
に
し
て
米
作
単
作
地
帯

を
、
策
四
章
で
は
有
寒
頁
受
章
が
山
梨
県
を
申
心
に
し
た
養
蚕
地
帯
を
、
第
五

章
で
は
酒
井
一
五
が
会
津
を
中
心
に
し
た
後
進
地
帯
を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
て

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
地
帯
の
個
刷
分
析
は
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
と
く

に
第
三
章
の
新
潟
の
場
合
や
、
第
四
章
の
山
梨
の
場
合
の
よ
う
に
、
本
書
の
全

体
の
構
成
と
一
応
別
に
す
れ
ば
、
個
励
の
実
証
分
析
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
構
成
の
う
え
で
は
、
こ
の
本
は
決
し
て
論
文
集
で
な
い
こ
と
が
明

瞭
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
各
章
を
独
立
さ
せ
て
紹
介
し
た
り
書
評
し
た
り
す

る
こ
と
は
、
こ
の
本
の
成
立
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
も
そ
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
本
の
構
成
上
で
は
、
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
罰
当
て

ら
れ
た
頁
数
は
第
一
章
及
び
第
六
章
を
合
せ
た
も
の
よ
り
は
る
か
に
多
い
け
れ

ど
も
、
内
容
的
に
い
っ
て
こ
の
本
の
全
体
の
取
扱
い
の
上
で
は
、
は
し
が
き
及

び
第
一
章
・
第
六
章
の
た
ん
な
る
注
釈
的
な
役
覇
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、

共
周
研
究
と
し
て
の
こ
の
本
の
成
果
に
対
し
て
書
評
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

　
ま
た
依
頼
を
受
け
た
書
評
の
枚
数
に
も
謂
限
の
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
、
と
く
に
第
一
章
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
簡
単
に
し
な
が
ら
、
問

題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

置
　
　
、
D
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第
一
章
で
堀
江
氏
が
指
摘
す
る
こ
の
本
で
の
課
題
と
い
う
の
は
、
　
「
幕
末
・

維
漸
の
農
業
構
造
篇
を
実
証
的
に
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
末
・
維
籍
の

動
飢
期
の
も
っ
と
も
重
要
な
階
級
関
係
を
き
め
、
ま
た
、
地
租
改
正
後
に
お
い

て
も
展
開
し
つ
づ
け
る
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
を
軸
と
す
る
わ
が
国
の
特
徴
的

な
農
業
構
造
の
出
発
点
聾
基
準
を
き
め
る
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
幕
末
・
維
薪
期
の
農
業
構
造
は
そ
の
後
の
時
期
に
比
較
し
て
、

は
る
か
に
地
域
的
差
異
の
い
ち
じ
る
し
い
い
く
つ
か
の
地
域
に
構
成
さ
れ
、
異

な
っ
た
構
造
を
も
つ
い
く
つ
か
の
地
域
の
統
一
体
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
そ
の
後
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
審
生
地
主
的
±
地
所
有
の
平
準

化
過
程
で
も
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。

　
幕
宋
・
維
新
期
と
い
う
一
時
期
に
県
有
の
発
展
度
を
異
に
し
た
い
く
つ
か
の

地
域
構
造
を
総
体
的
に
理
解
す
る
方
法
と
し
て
、
第
一
に
地
域
構
造
を
わ
が
鑓

の
爾
的
市
場
の
形
成
過
程
と
い
う
統
一
面
で
定
澱
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
第
二
に
圏
内
市
場
に
編
入
の
地
域
構
造
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
商
晶
生
産

の
発
展
度
奮
と
発
展
構
造
に
規
定
さ
れ
た
農
民
層
分
解
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
の
点
で
は
、
幕
藩
体
制
の
基
礎
的
な
経
済
構
造
は
封
建
的
土
地
所
有
の

特
定
の
発
展
段
階
と
し
て
幕
藩
領
主
的
土
地
所
有
と
み
な
し
、
幕
藩
領
主
的
土

地
所
有
に
立
脚
す
る
領
主
的
商
品
経
済
は
農
斑
的
商
晶
経
済
を
前
提
と
し
て
成

立
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

　
か
く
て
、
農
民
的
商
品
経
済
の
成
立
こ
そ
が
封
建
貢
租
を
貢
租
米
に
集
中
さ

せ
、
在
郷
武
士
を
城
下
町
に
集
中
さ
せ
、
幕
藩
体
制
と
い
う
集
権
的
封
建
制
度

を
実
現
さ
せ
る
経
済
的
基
礎
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
中
央
市
場
は
存
在
し
な
が
ら
地
域
類
型
論
は
成
立
し
て
こ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
農
民
的
商
品
経
済
は
領
主
的
商
晶
経
済
の
対
極
と
し
て
の
役
翻
か

ら
は
み
だ
し
て
農
民
願
足
纏
聞
の
喜
平
的
分
業
と
し
て
の
比
重
を
ま
し
、
農
毘

の
商
品
生
塵
が
地
域
的
分
業
を
編
成
し
て
、
麟
内
市
場
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

　
す
で
に
、
そ
の
よ
う
な
国
内
市
場
の
形
成
を
徳
州
中
期
に
認
め
、
幕
末
・
維

新
期
の
原
型
と
み
な
し
て
い
る
。

　
も
？
と
も
、
こ
こ
で
い
う
農
民
的
商
晶
経
済
と
い
う
も
の
に
は
、
幕
藩
体
制
．

社
会
の
前
期
も
、
後
期
も
、
ま
た
幕
末
・
維
新
期
で
も
、
量
的
な
差
異
は
あ
れ
、

質
的
な
相
違
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
で
い
て
、
農
属
薄
商
贔
経
済
が
幕
藩
体

制
を
成
立
さ
せ
た
り
、
崩
壊
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
一
の
点
で
は
、
地
域
に
よ
り
異
な
る
農
民
的
な
商
業
的
農
業
が
必
然
的
に

そ
れ
に
照
応
し
て
ひ
き
お
こ
す
農
民
層
の
分
解
を
土
地
保
有
馨
所
有
と
経
営
と

の
統
一
面
か
ら
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕

末
・
維
新
期
の
農
民
層
分
解
の
歴
史
的
特
殊
性
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。

　
こ
の
場
合
、
幕
末
・
男
舞
期
ぽ
、
明
治
六
（
一
八
七
釜
）
年
の
地
租
改
正
条

例
が
笑
施
さ
れ
る
ま
で
の
ほ
ぼ
五
〇
力
年
の
期
間
を
さ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
い

っ
て
、
こ
の
五
〇
年
間
を
「
小
商
品
生
産
」
段
階
と
し
て
、
全
国
一
様
に
同
時

馬
瀬
に
取
扱
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
「
小
商
晶
生
産
」
段
階
に
お
け
る
農
民

層
分
解
の
発
展
を
三
つ
の
地
域
類
型
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
場
舎
、
農
畏
暦
分
解
の
原
型
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
天
保
期

の
会
津
耶
麻
郡
下
居
含
村
で
あ
り
、
土
地
は
余
剥
を
残
さ
ず
手
余
地
と
な
る
地

が
か
な
り
存
在
し
て
い
る
。
農
民
の
耕
地
は
原
則
的
に
は
保
有
地
と
手
余
地
割

付
と
か
ら
な
り
、
土
地
保
有
と
経
鴬
と
が
分
離
し
て
い
な
い
し
、
寮
農
と
貧
農

と
の
分
郷
が
弱
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
養
蚕
・
製
糸
を
中
心
と
し
た
商
業
的
農
業
の
発
達
し
た
地

域
で
の
明
治
七
年
の
耕
作
規
模
階
層
構
成
か
ら
、
農
畏
層
分
解
の
第
二
形
態
を
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、
評

見
出
し
、
そ
れ
を
過
渡
形
態
と
み
な
し
た
。
中
農
暦
と
い
う
べ
き
四
～
一
〇
反

身
は
ま
だ
厚
い
。
所
有
と
経
鴬
と
の
分
離
の
点
か
ら
も
奉
公
人
挿
入
の
点
か
ら

も
農
民
層
分
解
の
分
離
点
で
あ
る
と
す
る
。

　
農
民
層
分
解
の
第
三
の
最
終
形
態
の
例
は
、
安
政
元
年
の
綿
作
地
帯
に
属
す

る
和
泉
大
鳥
村
と
明
治
一
二
年
の
米
作
単
作
地
帯
に
属
す
る
新
潟
県
岩
手
村
を
と

り
あ
げ
、
前
者
を
中
農
の
分
解
を
軸
と
す
る
両
癒
分
解
に
、
後
者
を
商
罎
経
済

の
進
展
と
と
も
に
進
行
す
る
貧
窮
分
解
の
例
に
あ
て
て
い
る
も
の
の
ご
と
く
で

あ
る
。

　
し
か
も
そ
れ
を
、
間
題
を
一
般
化
す
る
た
め
に
、
明
治
六
年
（
推
定
）
お
よ

び
明
治
工
十
蹴
年
の
小
作
地
率
を
全
躍
的
に
慨
観
し
、
地
帯
別
に
編
繊
す
る
と

と
も
に
幕
末
・
維
新
の
農
民
層
分
解
の
帰
結
と
し
て
仮
定
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
氏
の
重
要
な
点
と
し
て
、
　
日
本
農
業
は
明
治
以
隆
も
　
「
小
商
品
生

産
」
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
農
民
層
分
解
は
「
小
商
品
生
産
」

段
階
へ
の
停
滞
と
い
う
こ
と
に
制
約
さ
れ
限
界
付
け
ら
れ
て
、
寄
生
地
主
制
へ

帰
結
し
て
い
く
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
第
六
章
で
は
「
広
義
の
大
塚
理
論
」
や
門
宇
野
理
論
」
が

「
小
商
昴
生
産
」
農
業
を
資
本
主
義
農
業
の
方
向
に
一
義
的
に
農
民
層
分
解
を

完
遂
さ
せ
る
と
考
え
て
い
る
と
し
て
批
判
し
、
し
た
が
っ
て
、
　
「
広
義
の
大
塚

理
論
」
で
は
幕
末
・
維
新
期
の
農
業
か
ら
寄
生
地
主
鯛
的
分
解
へ
進
む
と
い
う

事
実
か
ら
、
　
「
小
商
品
生
産
」
農
業
を
制
限
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
方
向
で
、

寄
生
地
主
制
的
土
地
所
有
の
形
成
を
説
明
し
た
り
、
　
「
宇
野
理
論
」
で
は
工
業

発
展
段
階
論
で
修
正
し
た
り
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
堀
江
氏
は
寄
生
地
主
制
の
成
立
を
「
小
商
品
生
産
」
農
業
そ
の
も
の
の
発
展

の
論
理
か
ら
説
明
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
，
そ
こ
で
用
意
さ
れ
て
い

る
も
の
は
、
日
本
農
業
の
分
析
に
絹
い
ら
れ
た
栗
原
百
寿
氏
の
農
業
理
論
で
あ

り
、
分
割
地
農
民
と
岡
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
　
「
小
商
晶
生
産
漏
段
階
の
機
民
顧
分
解
が
地
主
制
に
帰
結
せ
ざ
る

を
え
な
い
必
然
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
用
意
さ
れ
て
い
る
論
理
は

資
本
主
義
生
産
の
未
発
展
に
よ
る
社
会
化
の
限
界
性
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
、

そ
れ
を
限
界
経
営
規
模
の
存
在
か
ら
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
奇
妙

な
こ
と
だ
が
堀
江
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
広
義
の
大
塚
理
論
」
の
一
部
に
依
存
し
て

い
る
。

　
こ
の
本
は
明
ら
か
に
幕
末
・
維
新
の
農
業
構
造
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
地
主
制
論
争
以
来
の
未
解
決
部
分
に
対
し
て
、
提
案
を
試
み
る
と
こ
ろ
に

意
図
す
る
処
の
重
要
な
部
分
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
が
論
者
の
主
観
的
意
図
は
と
も
あ
れ
、
客
観
的
に
は
ど
れ
だ

け
の
新
し
い
点
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
を
検
討
し
て
み

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
幕
末
・
維
新
期
の
経
済
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
幕
藩
領
主
的
土
地
所
有
の

解
体
過
程
と
資
本
主
義
の
成
立
過
程
と
を
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
学
界
で
指
摘
を
受
け
て
い
る
点
で
も
あ
る
。

　
す
く
な
く
と
も
、
幕
末
・
維
新
期
の
難
業
の
上
か
ら
幕
藩
領
主
的
土
地
所
有

に
よ
る
野
饗
を
受
け
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
基
底
の
労
働
過
程
一
生
産
力
構

造
に
よ
る
制
約
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
る
に
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で

の
各
個
論
文
か
ら
は
こ
の
間
の
具
体
的
内
容
を
必
ず
し
も
期
待
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
に
愛
し
て
は
、
編
者
で
あ
る
堀
江
英
一
氏
も
具
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体
勢
内
容
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
欝
己
批
判
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

点
か
ら
は
、
こ
れ
以
上
論
ず
る
こ
と
は
や
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
そ

・
の
紬
果
が
ど
の
よ
う
な
欠
陥
と
な
っ
て
、
堀
江
氏
の
晃
解
に
現
わ
れ
る
か
は
一

応
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
堀
漁
氏
が
幕
宋
・
維
新
期
の
農
業
構
造
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
価
値
法
・

則
の
貫
徹
と
い
う
点
か
ら
、
照
内
帯
場
の
成
立
過
程
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
蒜
藩
領
主
的
土
地
所
有
に
立
脚
す
る
領
主
的
商
品
経
済
に
対
抗
し
て
、

農
畏
的
土
地
断
有
に
立
脚
す
る
農
民
的
商
晶
経
済
の
成
立
を
前
提
と
し
て
い
る
。

し
か
る
に
、
他
方
で
、
幕
藩
体
制
の
成
立
に
当
っ
て
も
農
畏
的
商
品
経
済
の
存

在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

　
幕
藩
体
制
を
成
立
さ
せ
た
り
、
解
…
体
さ
せ
て
麟
内
宙
場
を
形
成
さ
せ
た
り
す

る
よ
う
な
農
民
的
商
晶
経
済
と
は
、
　
一
体
何
で
あ
る
の
か
。
堀
江
氏
が
農
郵
貯

商
品
経
済
と
一
括
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
本
来
性
格
の
災
な
る
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
幕
藩
体
制
祉
会
の
金
体
的
な
基
本
構
造
を
呉
鉢
的
に
明
ら

か
に
し
ょ
う
と
す
る
着
意
の
欠
如
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
。
專

売
欄
や
特
産
物
市
場
に
対
す
る
無
理
鯉
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
圏
内
市
場
の
形
成
に
つ
い
て
も
明
確
な
基
準
が
考
え
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
さ
ら
に
幕
末
・
維
新
期
の
農
業
構
造
を
「
小
商
品
生
産
」
段
階
の

も
の
と
し
て
取
扱
う
場
合
に
も
、
そ
の
内
容
の
あ
い
ま
い
さ
と
な
っ
て
現
わ
れ

て
い
る
。
領
主
制
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
単
純
商
品
生
産
」
も
「
小

粥
総
生
産
」
も
同
義
語
に
使
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
商
品
生

濠
段
階
に
お
け
る
農
謡
講
分
辮
の
類
型
を
考
え
る
と
き
に
も
現
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
原
型
と
し
て
掲
げ
る
類
型
は
す
で
に
幕
藩
体
覇
学
会
の
前
期
か
ら
認
め

ら
れ
る
よ
う
な
村
落
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
で
は
「
小

商
品
生
産
」
段
階
の
担
い
手
を
何
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
も
明
確
に
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
堀
江
氏
に
は
ぜ
ひ
と
も
幕
藩
体
制
解
体
過
程
を
同
一
の
乱
落
構
造
の
変
化
か

ら
、
犠
ら
直
管
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
鎗
二
に
問
題
に
な
る
の
は
、
幕
末
・
維
新
期
と
い
う
約
五
〇
年
間
に
も
わ
た
、

る
翔
問
を
と
っ
て
、
全
繋
累
な
規
模
で
農
業
構
造
を
商
晶
生
産
と
農
民
層
分
解

と
い
5
視
点
か
ら
整
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
毛
ち
う
ん
、
か
か
る

意
図
醤
体
は
十
分
敬
意
を
蓑
す
る
に
値
す
る
し
、
ま
た
巻
末
の
表
の
ご
と
き
は

研
究
者
に
稗
益
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
は
、
そ
の
功
績
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ

か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
変
聖
書
を
約
五
〇
怪
鳥
に
わ
た
っ
て
、
し
か
も
各
地

域
の
個
別
村
落
を
壷
列
的
に
岡
時
限
的
に
取
扱
う
こ
と
が
、
農
業
発
展
段
階
を

位
置
付
け
る
諸
類
型
を
摘
鳩
す
る
の
に
、
果
し
て
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
な

は
だ
疑
醗
で
あ
る
。

　
天
保
期
の
会
津
の
類
例
と
明
治
初
期
の
新
潟
の
懸
鯛
と
を
直
接
並
列
し
て
み

た
と
こ
ろ
で
、
天
保
期
の
薪
潟
の
類
例
か
、
明
輸
初
期
の
会
津
の
類
例
か
を
媒

介
に
す
る
の
で
な
い
な
ら
ば
妙
な
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
ま
た
、
類
型
と
し
て
個
別
農
村
を
取
り
あ
げ
る
方
法
に
つ
い
て
も
間
題
が
あ

る
。
　
一
体
農
民
麟
旧
分
解
の
類
型
と
し
て
と
ら
れ
た
四
強
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
帯
で

い
か
な
る
位
鷺
に
あ
る
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
全
縫
的
な
規
模
で
鰯

別
細
分
化
し
た
業
綾
を
整
理
す
る
と
し
て
も
、
地
理
的
区
分
論
と
し
て
の
み
地

帯
別
分
類
を
し
て
み
て
も
、
地
帯
内
部
で
の
類
例
の
薦
め
て
い
る
位
置
・
役
割

が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
従
来
の
地
域
類
型
論
の
対
象
地
域
の
量
的
拡
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評

大
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
ど
れ
だ
け
新
し
い
も
の
を
つ
け
加
え
た
か
は
黒
闇
で

あ
る
。
泉
州
の
例
で
い
え
ば
、
新
潟
の
村
の
例
を
除
い
て
、
他
の
三
例
は
形
態

的
に
は
い
ず
れ
も
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
稲
葉
村
に
山

梨
の
類
例
を
、
摩
湯
村
に
会
津
の
類
例
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
点
に
対
し
て
十
分
な
配
慮
が
及
び
え
な
い
の
も
、

各
地
域
内
部
で
の
分
業
論
を
葡
難
問
題
と
し
て
立
て
て
こ
な
い
こ
と
に
原
因
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
た
「
小
商
晶
生
産
」
の
な
か
か
ら
寄
生
地
主
観
へ
の
帰
結
を
説
明
す
る
処

に
も
問
題
が
あ
る
。

　
「
小
商
品
生
産
」
農
業
の
出
現
の
た
め
に
は
、
言
誤
的
胚
芽
利
潤
の
成
立
を

全
悶
的
に
欝
能
に
し
た
と
い
い
、
し
か
も
、
旧
来
の
手
労
働
を
そ
の
ま
ま
継
承

発
展
し
て
い
る
に
渦
…
ぎ
な
い
と
い
う
。

　
「
小
商
品
生
塵
」
の
な
か
か
ら
は
資
本
家
的
農
業
の
展
望
は
出
て
こ
な
い
．

し
か
も
そ
の
発
展
も
眠
裾
濃
鴬
規
摸
の
存
在
に
よ
り
、
・
土
地
集
中
が
行
な
わ
れ

る
と
い
う
。

　
こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
諸
契
機
が
見
黒
し
え
な
い
こ
と

を
労
働
過
程
の
側
蒲
か
ら
限
界
経
嘗
規
模
の
存
在
に
よ
り
指
摘
し
て
い
た
山
農

舜
氏
の
難
論
に
理
論
的
に
も
実
一
証
的
に
も
何
を
つ
け
競
え
た
と
い
う
積
り
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
も
掘
江
氏
に
と
っ
て
は
、
吉
岡
琵
山
田
氏
批
判
と
い
う
点
か
ら

論
述
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
一
丸
の
滑
稽
を
加
え
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
の
過
程
で
、
「
小
商
品
生
産
」

段
階
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
端
繕
的
に
せ
よ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
契
機
の
簡

潔
が
そ
の
な
か
で
可
、
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
小

商
蘭
生
灘
」
段
階
の
農
業
経
鴬
の
内
都
に
労
働
過
程
の
な
か
で
、
ブ
ル
ジ
【
芦
ア

的
な
発
展
の
端
緒
的
契
機
さ
え
な
い
な
ら
ば
、
洋
本
農
業
に
お
け
る
資
本
主
渡

の
形
成
過
程
を
と
く
の
に
、
　
「
小
黒
潮
黒
瀬
」
段
階
を
前
提
と
し
て
設
定
す
る

こ
と
の
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
堀
江
氏
の
よ
う
に
、
　
「
小
商
撮
生
塵
」
段
階
か
ら
は
答
生
地
主
制

的
な
分
解
…
し
か
進
み
え
ず
、
さ
ら
に
資
本
家
駒
農
業
へ
の
発
展
の
端
緒
的
契
機

さ
え
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
発
展
過
程
を
借
物
で
な
い
論
理
で
、

内
藩
的
に
説
．
萌
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
掘
江
氏
の
主
観
的
な
積
、
極
的
意
図
に
も

拘
わ
ら
ず
、
空
し
い
結
果
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
は
堀
江

氏
も
資
本
主
義
形
成
の
端
緒
的
契
機
が
戒
立
し
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
こ
と
だ
け
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　
し
か
し
、
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
「
小
悔
品
生
産
」
段
階
で
は
、
農
業
経

鴬
の
内
部
に
果
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
契
機
が
端
緒
的
に
さ
え
存
在
し
え
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ま
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
幕
末
・
維
新
期
の
雇
傭
労
働
の
問
題
を
取
り
あ

げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
段
階
で
の
農
業
経
當
の
内
部
に
み
ら
れ
る
雇
傭
労
働
の
性
格
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
る
と
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階
で
の
農
業
経
営
で
は
、
雇
傭
労

働
が
奉
公
人
労
働
で
あ
れ
、
檬
傭
労
鋤
で
あ
れ
、
幕
藩
体
制
的
雇
傭
労
働
と
し

て
の
「
纂
一
種
年
燦
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
な
か
に
、
お
よ
そ
、
そ
れ

と
は
異
質
な
　
「
第
二
穣
年
麗
」
　
の
存
在
し
て
い
る
事
実
を
認
め
ざ
る
を
え
ま

い
（
拙
稿
「
纂
末
期
の
隠
蟹
労
働
に
つ
い
て
」
…
触
土
地
制
度
吏
学
』
8
）
。

　
詣
，
く
な
く
と
も
、
日
本
に
お
け
る
資
太
一
的
曲
戻
糟
不
へ
の
脚
館
展
の
人
払
…
的
契
機
は

幕
末
・
維
新
期
の
農
業
構
．
造
に
内
在
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
関
題
は
そ
の
次
の
段

階
に
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
威
熟
し
え
な
か
う
た
点
に
問
題
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
堀
瀧
氏
が
「
小
商
最
生
藍
」
殺
階
の
農
民
層
分
解
の
最
終
形
態
を
新

潟
と
娘
州
の
侮
に
求
め
て
い
な
が
ら
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
承
し
て
い
る
意
味
を

検
説
し
て
い
な
い
。
堀
江
氏
の
所
論
を
よ
り
展
開
す
れ
ば
、
繭
審
は
貧
窮
分
解

論
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
後
事
は
三
極
分
解
論
の
所
産
と
み
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
後
悲
の
意
義
を
堀
江
氏
は
極
力
山
田
舜
氏
の
理
論

に
近
い
考
え
方
で
抑
制
し
よ
5
と
し
て
い
る
処
に
特
微
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
臼
本
に
お
け
る
地
主
欄
の
成
立
過
程
を
確
立
瑚
に
大
地
主
の
存
在

し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て
も
、
貧
窮
分
解
論
だ
け
で
説
明
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
藩
領
主
的
封
建
的
土

地
所
有
が
解
体
さ
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
な
い
な
ら
ば
、
貧
窮
分
解
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
も
の
は
、
多
猛
の
乎
余
り
地
の
発
生
か
、
ま
た
は
、
経
済
外
強
制

め
強
い
農
奴
制
へ
の
強
捌
還
元
か
に
帰
結
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
浸
本
に
お
け
る
地
煙
制
の
形
成
過
程
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
画
鋲
分
解
論

を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
費
窮
分
解
論
に
帰
結
す
る
意
義
を
瓢
4
7
え
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。

　
舗
坐
て
ら
れ
た
枚
数
を
超
過
し
た
の
で
こ
の
辺
で
終
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
A
5
判
慧
二
五
頁
　
昭
和
聡
八
年
二
月
　
岩
波
書
店
発
行
　
定
価
九
百
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
…
九
綴
ハ
㎝
鵬
・
轟
ハ
・
　
…
輩
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
雲
教
沓
大
学
助
数
授
）

野
欄
三
郎
著

地
理
学
の
あ
ゆ
み

近
代
地
理
学
の
潮
流

一
越
能
心
滋
Ψ
か
・
り
生
能
心
嚢
ず
へ
i
ー
ー

松
　
　
田

信

　
　
　
　
　
【

　
「
地
理
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
容
え
る
に
は
ま
ず
そ
の
野
史
を
以
て

す
る
の
が
よ
い
と
は
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
輸
入
さ
れ

た
地
理
学
が
よ
う
や
く
根
を
お
ろ
し
て
独
自
の
発
展
を
は
じ
め
よ
う
と
し
て
い

る
濁
本
の
場
合
、
こ
れ
は
と
く
に
必
要
で
あ
っ
て
、
勝
れ
た
研
究
を
原
典
に
つ

い
て
正
確
に
歴
史
的
に
理
解
し
て
お
か
な
い
と
多
く
の
誤
解
や
逸
脱
を
生
じ
易

い
。
地
理
学
史
の
専
門
的
研
究
書
が
あ
い
つ
い
で
繊
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
意
味
で
誠
に
欝
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
理
学
の
研
究
分
野
が
拡
大

充
実
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
止
ら
ず
、
諸
研
究
を
内
面
的
に
高
め
る
上
に

も
有
益
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
地
理
学
史
な
い
し
は
地
理
学
本
質
論
を
記
述
す
る
場
脅
に
は
大
体
つ
ぎ
の
三

つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
思
う
。

　
ω
　
学
史
的
慕
実
を
正
確
に
記
述
す
る
こ
と
に
努
め
る
も
の
。

　
②
　
学
史
上
の
問
題
点
を
中
心
に
論
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
㈲
　
一
定
の
地
理
学
観
を
展
閉
す
る
た
め
に
過
去
の
諸
地
理
観
に
省
察
を
茄

　
　
え
る
も
の
。

　
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
す
る
が
、
視
点
の
澄
き
ど
こ
ろ
に
よ
っ
て
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