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研
究
者
が
中
世
だ
、
近
世
だ
と
議
論
し
て
い
る
う
ち
に
、
教
育

現
場
で
「
で
は
、
ど
う
教
え
た
ら
い
い
の
だ
」
と
い
う
思
い
が
募

っ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
だ
。
業
を
煮
や
し
た
現
場
の
先
生
方
が
、

自
分
た
ち
で
新
し
い
部
落
史
像
を
積
極
的
に
示
し
始
め
た
。
住
本

健
次
さ
ん
の
「
た
の
し
い
同
和
教
育
へ
の
道
Ｉ
明
曰
の
同
和
教
育

を
つ
く
る
」
（
キ
リ
ン
館
、
一
九
九
六
年
五
月
）
や
、
塩
見
鮮
一
郎
・

小
松
克
己
「
ど
う
超
え
る
の
か
？
部
落
差
別
ｌ
人
権
と
部
落
観
の

再
発
見
」
〈
プ
ロ
ブ
レ
ム
Ｑ
＆
Ａ
坊
〉
（
緑
風
出
版
、
一
九
九
六
年

二
月
）
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
住
本
さ
ん
、
小
松
さ
ん
は
、
そ

れ
ぞ
れ
高
校
の
先
生
で
あ
る
。
拙
著
で
前
近
代
が
専
門
で
な
い
の

に
中
世
や
近
世
に
ま
で
一
言
及
し
た
私
も
、
実
は
業
を
煮
や
し
て
い

た
一
人
だ
っ
た
。

活
人
活
論新
し
い
部
落
史
へ
の
努
力

『
い
ま
、
部
落
史
が
お
も
し
ろ
い
」
そ
の
後
（
２
）

こ
う
し
て
現
場
の
先
生
が
み
ず
か
ら
部
落
史
を
語
り
始
め
た
の

は
、
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
、
一
人
ひ
と
り
が
部
落

史
を
勉
強
し
、
自
分
が
納
得
し
た
こ
と
以
外
は
喋
ら
な
い
、
と
い

う
く
ら
い
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
近
年
の
前
近
代
を
め
ぐ
る
論
争
を
総
括
し
て
い
る
論
文

に
、
上
野
茂
編
「
被
差
別
民
の
精
神
世
界
ｌ
部
落
史
観
の
転
換
」

（
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
五
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
臼
井
寿

光
「
部
落
史
の
枠
組
み
と
構
想
」
が
あ
り
、
権
力
と
い
う
問
題
を

幕
府
・
藩
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
天
皇
や
公
家
な
ど
草
の
根

の
権
威
、
庄
屋
な
ど
の
位
階
制
的
中
問
権
力
、
さ
ら
に
社
会
的
権

力
な
ど
、
多
面
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
同
書
の
「
ま
え
が
き
」
で
編
者
の
上
野
さ
ん
が
、
従
来
の
近

世
政
治
起
源
説
と
は
「
別
の
内
実
を
も
っ
て
、
い
わ
ば
ひ
と
廻
り

し
て
再
び
権
力
と
差
別
が
い
か
な
る
有
機
関
係
に
あ
る
の
か
な
い

の
か
」
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
共
感
で
き
る
。

渡
辺
俊
雄
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と
こ
ろ
で
、
拙
著
で
は
私
な
り
に
部
落
史
を
一
貫
し
て
見
る
視

点
と
し
て
歴
史
の
重
層
性
、
多
様
性
、
違
い
あ
る
い
は
差
異
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
意
し
た
。

重
層
性
と
は
、
従
来
の
議
論
で
一
一
一
一
口
え
ば
連
続
と
非
連
続
（
断
絶
）

の
こ
と
だ
が
、
い
ま
の
私
に
は
歴
史
に
非
連
続
や
断
絶
が
あ
る
と

は
思
え
ず
、
歴
史
は
基
本
的
に
連
続
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
特
に
意
識
の
面
で
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
近
世
と
い
う
社
会
は

中
世
的
価
値
観
を
否
定
し
て
い
き
な
り
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、

と
り
あ
え
ず
は
中
世
以
来
の
慣
習
の
上
に
構
築
さ
れ
る
。
い
ま
私

た
ち
が
近
世
社
会
と
し
て
思
い
浮
べ
る
厳
し
い
身
分
制
度
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
後
に
形
成
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
当
時
の
知
識
人

が
「
か
く
あ
る
べ
し
」
と
描
い
た
社
会
像
で
あ
り
、
厳
し
い
身
分

制
度
が
近
世
の
初
頭
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う

し
た
転
換
が
一
八
世
紀
で
あ
る
こ
と
が
近
年
主
張
さ
れ
て
い
る

（
例
え
ば
、
吉
田
栄
治
郎
「
失
わ
れ
た
伝
統
と
創
ら
れ
る
伝
統
」

部
落
解
放
研
究
所
編
『
部
落
史
の
再
発
見
」
に
収
録
）
。

近
世
と
近
代
の
関
係
も
、
同
様
だ
ろ
う
。
近
世
と
近
代
を
基
本

的
に
断
絶
し
て
い
る
面
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
畑
中
敏
之
さ
ん

の
議
論
（
例
え
ば
。
部
落
史
」
の
終
わ
り
」
な
ど
）
は
、
あ
ま
り

こ
う
し
た
折
り
、
『
部
落
解
放
』
四
二
○
号
（
一
九
九
七
年
四
月
）

が
〈
部
落
史
学
習
を
ど
う
す
す
め
る
か
〉
を
特
集
し
、
小
学
校
・

中
学
校
・
高
校
の
先
生
方
が
曰
頃
の
実
践
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ

の
な
か
で
外
川
正
明
さ
ん
が
主
に
京
都
の
部
落
史
研
究
の
成
果
を

踏
ま
え
、
「
中
世
の
文
化
と
被
差
別
民
ｌ
差
別
の
社
会
的
成
立
」
「
近

世
身
分
制
と
被
差
別
民
ｌ
差
別
の
政
治
的
制
度
的
成
立
」
「
近
代
社

会
の
な
か
で
の
差
別
ｌ
社
会
問
題
と
し
て
の
部
落
問
題
の
成
立
」

と
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
常
識
的

と
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
い
る
の
は
、

で
は
あ
る
が
要
領
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

同
じ
特
集
で
、
佐
久
間
敦
史
さ
ん
は
「
シ
』

そ
の
ほ
か
、
部
落
解
放
研
究
所
編
『
部
落
史
の
再
発
見
』
二
九

九
六
年
四
月
）
、
全
国
部
落
史
研
究
交
流
会
編
『
部
落
史
に
お
け
る

東
西
ｌ
食
肉
と
皮
革
」
（
’
九
九
六
年
六
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る

諸
論
文
も
、
新
し
い
部
落
史
像
を
構
築
す
る
う
え
で
参
考
に
な
る

だ
ろ
う
。
地
域
の
部
落
史
と
し
て
は
、
京
都
部
落
史
研
究
所
が
『
京

都
の
部
落
史
」
全
一
○
巻
を
完
結
さ
せ
て
い
る
し
、
同
研
究
所
は

「
近
江
八
幡
の
部
落
史
』
二
九
九
五
年
一
○
月
）
も
編
集
し
、
刊

行
し
た
。
大
阪
の
部
落
史
に
つ
い
て
は
、
『
大
阪
の
部
落
史
通
信
」

で
時
々
の
議
論
や
史
料
を
紹
介
し
、
九
号
ま
で
刊
行
し
て
い
る
。

重
層
性
、
多
様
性

問
わ
れ
る
歴
史
像

「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で

に
も
時
代
を
輪
切
り
に
し
て
い
て
納
得
が
い
か
な
い
。
教
育
現
場

で
も
、
こ
れ
ま
で
起
源
ば
か
り
を
重
視
し
て
き
た
部
落
史
学
習
へ

の
反
省
か
ら
近
代
を
重
視
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
出
て
き
て
い
る

の
は
新
し
い
動
き
だ
が
、
こ
こ
で
も
近
代
の
問
題
を
近
世
と
は
ま

っ
た
く
切
り
離
し
て
取
り
上
げ
る
傾
向
が
強
い
。
こ
れ
で
は
、
中

世
と
断
絶
し
た
近
世
を
教
え
て
き
た
の
と
同
じ
誤
り
を
犯
す
こ
と

に
な
る
。

例
え
ば
、
部
落
問
題
が
近
代
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る

時
、
炭
鉱
や
軍
隊
の
近
く
に
明
治
以
降
に
で
き
た
部
落
が
あ
る
と

い
う
例
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
部
落
で

は
な
か
っ
た
場
所
に
部
落
民
が
住
む
よ
う
に
な
っ
て
そ
こ
が
部
落

と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
近
世
に
「
か
わ
た
」
身
分
の
人

が
街
道
筋
の
警
護
や
新
田
開
発
、
河
川
の
改
修
の
た
め
に
動
員
さ

れ
、
定
住
し
て
「
か
わ
た
」
村
と
な
っ
た
こ
と
と
、
異
な
る
点
は

な
い
。
そ
れ
は
、
例
え
部
落
民
が
生
ま
れ
た
村
を
離
れ
て
も
部
落

民
だ
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
付
い
て
回
る
と
い
う
差
別
意
識
の
根
強

さ
、
歴
史
の
重
層
性
を
か
え
っ
て
物
語
る
事
例
と
も
理
解
で
き
ろ
。

部
落
差
別
が
な
ぜ
か
く
も
強
固
に
存
在
す
る
の
か
。
歴
史
の
重

層
性
だ
け
で
な
く
、
阿
部
謹
也
さ
ん
の
い
う
「
世
間
」
（
。
世
間
」

と
は
何
か
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
五
年
七
月
）
や
、
最
近

で
は
山
内
昶
さ
ん
の
「
タ
ブ
ー
」
と
い
う
問
題
意
識
ニ
タ
プ
ー
の

謎
を
解
く
』
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
な
ど
を
踏
ま

教
え
る
中
世
の
差
別
」
の
実
践
を
報
告
し
て
い
て
、
部
落
史
学
習

も
こ
こ
ま
で
来
た
か
と
い
う
感
が
す
る
。
実
践
が
目
指
し
て
い
る

の
は
中
世
の
授
業
だ
が
、
す
べ
て
を
米
作
り
に
還
元
し
て
し
ま
う

の
は
む
し
ろ
近
世
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
最
後
に

ど
の
身
分
に
米
俵
が
た
く
さ
ん
集
積
さ
れ
た
か
と
い
う
内
容
は
、

中
世
の
職
人
や
芸
能
民
の
世
界
と
は
縁
遠
い
し
、
貧
富
の
問
題
で

は
あ
っ
て
も
差
別
を
実
感
す
る
こ
と
と
は
無
縁
な
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
そ
も
そ
も
、
支
配
階
級
が
農
民
に
土
地
を
貸
し
賃
借
料

を
取
っ
た
う
え
に
最
後
に
収
穫
高
を
す
べ
て
収
奪
す
る
な
ど
と
い

う
前
提
Ⅱ
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
歴
史
を
踏
ま
え
て
い
な
い
し
、
こ

れ
で
は
農
民
も
ま
た
「
た
く
ま
し
く
」
生
き
抜
い
て
き
た
と
い
う

歴
史
を
追
体
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
実
践
で
は
子
ど
も
た
ち
に
「
反
権
力
の
気
持
を
持
た
せ
た
」

こ
と
を
良
し
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
一
面
的
な
歴
史
像
、

支
配
者
は
血
も
涙
も
な
い
収
奪
者
、
農
民
は
働
い
て
も
働
い
て
も

貧
し
か
っ
た
犠
牲
者
で
、
職
人
や
芸
能
者
は
「
土
地
を
持
た
ず
、

農
業
が
で
き
な
い
人
た
ち
」
だ
と
い
っ
た
単
純
化
さ
れ
た
既
存
の

社
会
像
・
民
衆
像
、
近
代
的
な
価
値
観
で
歴
史
を
解
釈
す
る
こ
と

を
乗
り
越
え
る
こ
と
こ
そ
、
い
ま
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

授
業
の
形
式
は
新
し
い
が
、
歴
史
の
内
実
は
「
超
」
古
い
。
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え
て
も
、
差
別
意
識
は
人
間
の
歴
史
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
「
部
落
差
別
は
な
く
す
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
前
提
あ
る
い
は
暗
黙
の
了
解
の
も
と
で
解
放
運
動

や
解
放
教
育
の
戦
略
は
立
て
ら
れ
て
き
た
と
思
う
が
、
果
た
し
て

そ
う
な
の
か
を
含
め
て
、
差
別
意
識
の
解
明
が
改
め
て
求
め
ら
れ

て
い
る
。

多
様
性
と
い
う
視
点
か
ら
部
落
史
を
見
直
す
必
要
も
あ
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
ま
で
と
く
に
解
放
運
動
史
は
「
丑
松
」
を
克
服
す
べ
き

部
落
民
像
、
水
平
社
運
動
を
あ
る
べ
き
解
放
運
動
像
だ
と
い
う
前

提
で
議
論
し
評
価
し
て
き
た
が
、
「
（
仮
称
）
水
平
社
歴
史
館
」
建

設
推
進
委
員
会
編
『
図
説
水
平
社
運
動
」
（
解
放
出
版
社
、
’
九

九
六
年
九
月
）
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
実
の
水
平
運
動
は
複

雑
で
あ
る
。

さ
ら
に
近
年
、
そ
の
丑
松
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
大
江
礒
吉
の
研

究
も
進
み
（
荒
木
謙
三
破
戒
』
の
モ
デ
ル
ー
大
江
礒
吉
の
生
涯
』

解
放
出
版
社
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
、
優
れ
た
教
育
者
で
あ
っ
た

足
跡
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
島
崎
藤
村
の
小
説
『
破

戒
」
の
評
価
じ
た
い
が
大
き
く
変
ろ
う
と
し
て
い
る
（
灘
本
昌
久

「
瀬
川
丑
松
、
テ
キ
サ
ス
へ
行
か
ず
」
上
・
下
（
「
こ
ぺ
る
」
三
九
・

四
○
号
、
一
九
九
六
年
六
月
・
七
月
）
。

学
」
（
栗
原
彬
編
『
曰
本
社
会
の
差
別
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九
九
六

年
一
二
月
）
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
そ
の
定
説
を
越
え
て
は
い
な

い
ｏこ
の
点
に
関
し
て
吉
田
智
弥
さ
ん
は
、
基
本
的
に
違
い
を
前
提

に
し
て
差
別
を
論
じ
、
な
お
か
つ
部
落
と
部
落
外
の
連
帯
を
志
向

し
よ
う
と
し
て
お
り
、
一
つ
の
議
論
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
思
う
（
吉
田
智
弥
『
歩
き
な
が
ら
の
反
差
別
論
ｌ
「
人
間

に
光
」
よ
み
が
え
る
曰
を
信
じ
て
」
〈
自
治
研
な
ら
別
冊
〉
（
奈
良

県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
年
六
月
）
。

以
上
の
こ
と
と
関
連
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
部
落
解
放
運
動

や
教
育
・
啓
発
な
ど
の
基
本
的
な
認
識
は
、
部
落
差
別
の
よ
う
な

悪
い
習
慣
は
不
合
理
な
も
の
で
あ
り
、
本
来
あ
る
は
ず
が
な
い
、

あ
る
べ
き
で
な
い
、
民
衆
が
許
す
は
ず
が
な
い
も
の
だ
、
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
だ
か
ら
部
落
史
研
究
に
お
い
て
も
、

あ
る
は
ず
の
な
い
部
落
差
別
が
「
な
ぜ
つ
く
ら
れ
た
」
の
か
と
い

う
枠
組
み
で
議
論
し
て
き
た
し
、
民
衆
が
許
す
は
ず
の
な
い
差
別

が
残
っ
て
き
た
の
は
「
政
治
」
が
差
別
す
る
よ
う
に
仕
向
け
、
「
権

力
」
が
差
別
を
残
し
て
き
た
の
だ
と
考
え
て
き
た
。
中
世
で
あ
れ
、

近
世
で
あ
れ
、
政
治
起
源
説
と
は
、
そ
う
し
た
暗
黙
の
了
解
の
う

差
別
は
あ
る
は
ず
が
な
い
、
の
か

違
い
・
差
異
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
一
一
一
一
口
え
ば
、
例
え
ば
小
林
丈

広
さ
ん
が
。
新
平
民
」
か
ら
「
特
殊
部
落
」
へ
」
で
、
少
な
く
と

も
京
都
の
農
村
部
落
に
あ
っ
て
は
近
代
に
も
周
囲
の
農
村
と
違
う

風
俗
・
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
が
「
特
殊
部
落
」
視
の
根
拠
に
な
っ

て
い
る
と
論
じ
て
い
る
（
部
落
解
放
研
究
所
編
『
部
落
史
の
再
発

見
」
に
収
録
）
。
そ
も
そ
も
中
世
の
被
差
別
民
（
の
一
部
）
が
近
世

の
「
か
わ
た
」
身
分
と
な
っ
て
い
っ
た
事
実
は
、
こ
れ
ま
で
近
世

政
治
起
源
説
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
よ
う
に
「
違
い
の
な
い
と
こ

ろ
に
差
別
を
つ
く
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
違
い
が
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
定
説
と
さ
れ
て
い
る
、
部
落
民
に
は

他
の
曰
本
人
と
価
値
観
や
宗
教
観
、
一
一
一
一
口
語
な
ど
の
違
い
が
な
く
「
差

別
さ
れ
る
も
の
が
部
落
民
」
だ
と
し
か
規
定
の
し
ょ
う
が
な
い
と

い
う
議
論
自
体
が
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

曰
野
謙
一
さ
ん
の
「
差
別
的
関
係
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
考
察
」

（
領
家
穣
編
『
曰
本
近
代
化
と
部
落
問
題
』
明
石
書
店
、
一
九
九

六
年
二
月
）
、
野
口
道
彦
さ
ん
の
「
部
落
差
別
の
現
状
認
識
の
ず
れ

と
解
放
の
戦
略
」
（
八
木
正
編
「
被
差
別
世
界
と
社
会
学
」
明
石
書

店
、
一
九
九
六
年
八
月
）
、
八
木
晃
介
さ
ん
の
「
部
落
問
題
の
社
会

え
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
果
た
し
て
、
部
落
差
別
は
そ
の
よ
う
に
し
て
「
つ
く

ら
れ
」
「
残
さ
れ
て
」
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
部
落
差
別
は
、
（
今
後

も
あ
っ
て
い
い
と
は
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
）
少
な
く
と
も
歴
史

的
に
は
、
「
あ
る
べ
く
し
て
、
あ
っ
た
」
と
思
う
。
歴
史
で
解
明
す

べ
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
社
会
に
差
別
が
「
ど
う
、
あ
っ
た

の
か
」
で
あ
っ
て
、
あ
る
は
ず
の
な
い
部
落
差
別
が
「
な
ぜ
、
つ

く
ら
れ
た
」
の
か
、
「
誰
が
、
残
し
て
き
た
」
の
か
で
は
な
い
し
、

権
力
で
あ
れ
民
衆
で
あ
れ
、
差
別
を
残
し
て
き
た
「
犯
人
」
探
し
、

責
任
追
及
な
の
で
は
な
い
。
い
ま
部
落
史
研
究
、
ひ
い
て
は
部
落

史
の
教
育
・
啓
発
で
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
歴
史

の
見
方
を
含
め
て
の
話
で
あ
る
。

最
後
に
、
近
年
「
学
力
」
と
は
何
か
と
い
う
議
論
の
な
か
で
、

従
来
の
よ
う
な
知
識
の
詰
め
込
み
で
は
な
く
、
学
力
を
「
自
分
さ

が
し
」
つ
ま
り
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
」
だ
と
す
る
考
え

が
あ
る
と
聞
く
（
解
放
教
育
研
究
所
編
「
解
放
教
育
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
』
明
治
図
書
）
。
私
は
、
部
落
史
を
研
究
し
た
り
学
ぶ
意

味
も
基
本
的
に
は
同
じ
だ
と
思
う
。

つ
ま
り
部
落
史
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
こ

違
い
・
差
異

人
ひ
と
り
で
部
落
史
を
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れ
ま
で
自
分
が
生
き
て
き
た
過
去
を
ど
う
自
覚
す
る
の
か
、
こ
れ

か
ら
部
落
問
題
・
部
落
差
別
と
ど
う
向
き
合
っ
て
生
き
て
い
こ
う

と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
深
く
関
係
す
る
。
だ
か
ら
部
落
史
を

ど
う
見
る
か
は
、
結
局
は
一
人
ひ
と
り
で
発
見
す
る
し
か
な
い
の

だ
。
私
が
拙
著
の
補
論
で
「
自
分
と
部
落
」
史
の
す
す
め
を
書
い

た
背
景
に
も
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。

私
に
言
わ
せ
れ
ば
歪
歴
史
的
な
事
実
を
踏
ま
え
て
い
れ
ば
（
と

簡
単
に
は
い
か
ず
、
こ
の
こ
と
自
体
が
大
き
な
論
争
に
な
る
の
は

承
知
し
て
い
る
が
）
、
そ
れ
を
ど
う
意
味
付
け
て
部
落
史
と
し
て
再

構
成
す
る
か
は
、
十
人
い
れ
ば
十
人
と
も
違
っ
て
い
て
も
い
い
。

部
落
史
の
理
解
は
「
こ
れ
が
決
定
版
だ
」
と
か
「
こ
れ
が
正
し
く
、

あ
れ
が
間
違
い
」
な
ど
と
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
誰
か
部

■■■■■■■■■ 

－－ 

代通落い部
を説解事落
追が放実史
つ再運のの
て検動発見
平討の見直
易さ新、し
にれし歴と
解てい史は
きい間の？
明る題見
か部意方本
す落議の書
･史に変は
をよ化、
、つ、新
時て部し

、

部

且_’

解
放
出
版
社

渡
辺
俊
雄
箸

四
六
判
２
１
０
頁

－
、
８
５
４
円

が 落
史
の
権
威
者
が
「
真
実
は
、
こ
う
だ
」
と
言
い
、
啓
発
や
教
育

の
現
場
が
み
ん
な
そ
れ
に
つ
き
従
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ど
こ

か
お
か
し
い
し
、
こ
れ
か
ら
は
そ
ん
な
時
代
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

か
く
一
一
一
一
口
う
議
論
も
今
の
私
の
意
見
で
あ
っ
て
、
誰
に
強
制
す
る
つ

も
り
も
な
い
。

時
あ
た
か
も
、
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
史
観
を
め
ぐ
る
論
争
と
か

か
わ
っ
て
、
小
熊
英
二
さ
ん
が
歴
史
教
育
の
制
度
疲
労
を
指
摘
し

（
毎
曰
新
聞
二
九
九
七
年
四
月
一
四
曰
）
、
山
崎
正
和
さ
ん
が
「
歴

史
は
物
語
か
ら
、
歴
史
教
育
は
倫
理
教
育
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
」
（
朝
曰
新
聞
、
同
年
二
月
二
七
曰
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
部
落
史
研
究
・
教
育
へ
の
反
省
に
も
共
通
す
る
こ
と

で
は
な
い
か
。違
逢
俊
零
〉

し
ろ
い、ロー囚■




