
本

質

主

義

社

会

科

に

お

け

る

評

価

論

ー
ー
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
会
と
W
・
c
・
パ
グ
リ
の
場
合
を
中
心
と
し
て
|
|

I 

は

じ

め

わ
が
国
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
教
育
論
史
に
関
す
る
研
究
は
多

数
な
さ
れ
、
今
日
で
は
そ
の
研
究
成
果
の
蓄
積
は
多
大
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
教
育
課
程
論
、
目
標
論
、
内
容
論
、
教

育
方
法
論
な
ど
の
観
点
で
な
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
評
価
論
と

い
う
観
点
で
の
体
系
的
な
研
究
は
み
ら
れ
な
い
。
他
方
、
一
般
的
な
評

価
史
研
究
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
評
価
法
自
体
を
論
じ
る
に

と
ど
ま
り
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
社
会
認
識
形
成
論
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ

の
社
会
科
教
育
論
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
研
究
は
、

ア
メ
リ
カ
社
会
科
教
育
論
史
を
評
価
論
の
観
点
で
体
系
的
に
検
討
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
継
続
研
究
の
一
環
と
し
て
、
本

質
主
義
社
会
科
の
評
価
論
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
科
評
価
論
の
研
究
に
は
、

一
九
三

0
年
代
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棚

橋

治

健

と
一
九
六

0
年
代
に
時
期
を
画
す
る
転
機
が
あ
る
。
特
に
前
者
は
、
今

日
一
般
化
し
て
い
る
教
育
評
価
の
概
念
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
し
て
著

名
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
、
こ
の
一
九
三

0
年
代
よ
り
前
お
よ
び

一
九
三

0
年
代
で
も
転
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
研
究
以
外
は
、
「
タ
イ

ラ

l
以
前
の
時
代
」
な
ど
と
一
括
さ
れ
、
そ
こ
に
は
体
系
的
な
評
価
研

究
は
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
評

価
論
前
史
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
の
時
代
の
評
価
論
の
独
自
の
論
理
や

意
義
を
解
明
す
る
と
い
う
方
向
で
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
た
と
え
後
の
概
念
で
い
う
体
系
的
な
評
価
研
究
に
な
っ
て
い
な
く

て
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
広
義
の
評
価
論
に
は
、
教
科
と
し
て
の

社
会
科
の
性
格
を
め
ぐ
る
当
時
の
動
き
を
検
討
す
る
う
え
で
、
看
過
で

き
な
い
側
面
が
体
現
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
の
社
会
科
論
を
考
え
る
場
合
、
教
育
改
革
運
動
を
支
え
た

ふ
た
つ
の
思
想
的
潮
流
、
す
な
わ
ち
本
質
主
義
と
進
歩
主
義
と
い
う
視

点
か
ら
の
考
察
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
質
主
義
と
い
う
こ
と
ば
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自
体
は
、
一
九
三

0
年
代
も
後
半
に
な
っ
て
使
わ
れ
は
じ
め
た
も
の
と

い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
か
ら
本
質
主
義
は
、
そ
の
よ
う
な
運

動
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
科
の
思
想
的
底
流
と
し
て
大
き
な

影
告
を
与
え
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
で
は
二

O
世
紀
初
頭
か
ら
、
教
育
に
お
け
る
人
間
の
知
的

活
動
を
、
物
理
的
現
象
と
同
様
に
要
素
的
に
測
定
し
、
機
械
的
に
数
量

化
し
て
子
ど
も
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら

れ
た
。
そ
こ
で
は
、
社
会
科
の
学
習
成
果
と
し
て
最
小
限
必
要
と
さ
れ

る
こ
と
の
確
定
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
量
的

な
尺
度
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
裏
を
返

せ
ば
、
社
会
科
の
目
的
・
内
容
原
理
と
し
て
個
々
人
の
欲
求
、
興
味
、

態
度
と
い
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
質
的
に
個
人
を
と
ら
え
る
も
の
を
求

め
る
社
会
科
論
と
対
峠
す
る
社
会
科
論
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
思
想
的
底
流
と
し
て
の
本
質
主
義
社
会
科
を
み
て
と
る

〔

A

・
H
-
A
の
評
価
問
題
】

こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
会

(KFER-gロ
回
目
的
吉
ユ

g
-

〉
m
m
o
a白
門
戸

o
p
以
下

A
・
H
-
A
と
略
す
)
の
テ
ス
ト
と
測
定
に
関
す

る
研
究
と
、

w
・

c-
パ
グ
リ
(
コ
ロ
ラ
ド
大
学
テ
ィ

l
チ
ャ

l
ズ
・

カ
レ
ッ
ジ
教
授
)
の
所
論
と
を
と
り
あ
げ
て
考
察
す
る
。
前
者
は
、
一

九
二

0
年
代

1
三

0
年
代
前
半
の
代
表
的
な
社
会
科
学
習
成
果
測
定
論

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
本
質
主
義
の
評
価
論
が
よ
く
現
わ
れ
て

い
る
。
後
者
は
、
自
ら
本
質
主
義
者
を
標
傍
し
、
周
囲
か
ら
も
本
質
主

義
の
総
本
山
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

E 

本
質
主
義
社
会
科
に
お
け
る
評
価
問
題
の
構
成

一
、
評
価
さ
れ
る
知
識

ま
ず
、
具
体
的
な
評
価
問
題
の
実
例
を
二
、
三
み
て
み
よ
う
。

ー
社
会
科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
概
念
の
テ
ス
ト
|

ふ
た
つ
の
国
が
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
合
意
を
な
し
た
と
き
、
そ
れ
は
何
と
呼
ば
れ
る
か
。

同

競

争

川

論

争

川

同

盟

川

選

挙

も
し
、
あ
る
役
人
に
対
し
て
二
五
人
の
人
が
全
会
一
致
で
投
票
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
何
票
得
る
こ
と
に
な
る
か
。

川

二

五

川

四

九

八

W

O

川

五

O

兵
を
集
め
る
ひ
と
つ
の
方
法
は
何
か
。

川

押

収

に

よ

る

川

拘

引

に

よ

る

川

徴

兵

に

よ

る

例

年

金

給

付

に

よ

る

多
額
の
お
金
の
価
値
を
表
す
財
産
と
い
う
も
の
を
述
べ
る
こ
と
ば
は
ど
れ
か
。
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1 2 3 4 



5 

川

貧

乏

川

富

ω
利

益

川

供

給

財
政
が
主
と
し
て
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
、
何
に
つ
い
て
か

O

M
農

地

川

金

銭

川

人

々

判

権

利

特
に
船
舶
と
か
か
わ
っ
て
い
る
科
学
は
ど
れ
か
。

ω
軍

国

主

義

州

化

学

ω
農

業

制

航

海

学

開
拓
と
い
う
こ
と
ば
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
。

川
門
野
蛮
人
を
文
明
化
す
る
こ
と
川
子
供
を
教
育
す
る
こ
と

公
式
に
書
か
れ
た
陳
述
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
ば
は
ど
れ
か
。

判

帝

国

川

公

文

書

川

会

議

州

委

員

会

軍
事
的
占
領
と
反
対
な
の
は
ど
れ
か
。

川

弾

薬

川

撤

兵

ω
追

放

判

復

職

製
粉
所
、
工
場
、
鉱
山
な
ど
で
働
く
人
々
に
関
す
る
こ
と
ば
は
ど
れ
か
。

同

専

売

公

社

例

富

者

判

資

本

主

義

州

労

働

者

住
ん
で
い
る
土
地
に
対
す
る
所
有
権
を
人
々
に
与
え
る
の
は
何
か
。

川

円

請

願

川

認

可

川

教

義

州

修

正

案

敵
意
が
あ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
か
。

川

市

民

川

従

業

員

川

敵

同

盟

友

脱
退
と
い
う
こ
と
ば
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
。

川

結

合

す

る

こ

と

川

協

力

す

る

こ

と

川

退

く

こ

と

一
世
紀
は
ど
れ
だ
け
の
長
さ
か
。

判

一

O
年

州

五

O
年

判

一

O
O年
同

一

O
O
O年

州
議
会
が
開
か
れ
て
い
る
期
間
を
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ど
の
こ
と
ば
か
。

判

敗

北

川

時

代

刷

会

期

同

国

会

会

期

通
貨
の
形
は
ど
れ
か
。

ω
一
ポ
ン
ド
の
砂
糖

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(b) 

)
 

C
 

(
 

(d) 

学
位

博
物
館

銀
の
ド
ル

)
 

C
 

(
 
異
教
徒
を
改
宗
さ
せ
る
こ
と

(d) 

捕
え
る
こ
と

(d) 
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未
墾
の
地
を
利
用
可
能
に
す
る
こ
と
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17 

永
続
的
に
国
に
い
る
人
は
何
と
呼
ば
れ
る
か
。

同

住

人

川

外

国

人

川

移

民

同

資

本

家

人
々
が
あ
る
問
題
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
直
緩
表
す
方
法
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。

判

官

僚

政

治

川

恩

情

主

義

川

国

民

投

票

同

宣

伝

も
し
、
あ
る
投
票
が
条
約
を
是
認
し
た
な
ら
ば
、
条
約
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
る
か
。

判

消

費

さ

れ

る

川

解

散

さ

れ

る

判

批

准

さ

れ

る

川

添

付

さ

れ

る

英
国
の
主
要
な
立
法
機
関
は
何
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
。

ω
英

国

議

会

川

国

会

制

全

国

三

部

会

同

帝

国

議

会

大
統
領
が
在
日
同
中
に
他
界
し
た
場
合
、
誰
が
引
き
継
ぐ
の
か
。

ω
州

の

書

記

官

川

下

院

議

長

川

最

高

裁

判

所

長

官

真
実
と
い
う
こ
と
に
最
も
意
味
が
ち
か
い
の
は
、
ど
の
こ
と
ば
か
。

ω
抵

当

川

国

家

川

正

義

刷

協

力

好
戦
的
な
の
は
誰
か
。

判

中

立

国

川

敗

れ

た

国

々

川

勝

利

を

お

さ

め

た

国

々

奴
隷
の
解
放
を
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ど
の
こ
と
ば
か
。

同

恩

赦

川

煽

動

制

解

放

川

免

除

18 19 20 21 

(d) 

副
大
統
領

22 23 

(d) 

交
戦
中
の
国
々

24 

(
⑬
一
八
九
頁
1
二

O
四
頁
)

〔
パ
グ
リ
の
評
価
問
題
〕

〔
ア
メ
リ
カ
と
世
界
状
勢
〕

ー
・
国
際
連
盟
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
国
民
は
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
態
度
を
示
し
た
か
。

・
こ
の
連
盟
は
何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

-
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
主
な
条
件
は
何
か
。

-
ア
メ
リ
カ
国
民
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
出
来
事
と
完
全
に
無
関
係
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、

.
負
債
と
賠
償
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
か
。

・
ド
イ
ツ
か
ら
賠
償
を
集
め
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
計
画
が
な
さ
れ
た
か
。

47 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
よ
う
な
状
態
が
原
因
で
あ
っ
た
か
。



-
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
は
何
か
。

-
な
ぜ
、
フ

l
ヴ
ア
|
大
統
領
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
考
え
た
の
か
。

H
・
他
の
世
界
大
戦
の
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
は
ど
ん
な
重
要
な
手
段
を
と
っ
た
か
。

-
軍
縮
の
制
限
に
関
す
る
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
の
主
な
合
意
に
つ
い
て
、
特
に
平
和
維
持
に
対
す
る
各
合
意
の
効
果
を
考
慮
し
て
ク
ラ
ス
で
討
論
し
な
さ
い
。

.
一
九
三

O
年
の
ロ
ン
ド
ン
会
議
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
を
ど
の
よ
う
に
補
っ
た
か
。

・
一
九
三
二
年
の
ジ
エ
ノ
パ
軍
縮
会
議
の
目
的
は
何
で
あ
っ
た
か
。

E
-
m
国
際
司
法
裁
判
所
に
参
加
す
る
u
と
い
う
こ
と
に
は
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

-
ア
メ
リ
カ
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
参
加
す
る
た
め
に
ど
ん
な
方
法
を
と
っ
た
か
。
そ
の
結
果
は
。

・
ケ
ロ
ッ
グ
不
戦
条
約
の
主
眼
点
を
ふ
た
つ
挙
げ
な
さ
い
。

・
メ
キ
シ
コ
と
の
友
好
関
係
は
ど
の
よ
う
に
と
り
戻
さ
れ
た
か
。
ふ
た
つ
の
論
点
は
何
だ
っ
た
か
。

.
カ
リ
ブ
海
地
域
の
事
態
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
。

-
第
六
回
汎
ア
メ
リ
カ
会
議
は
ど
こ
で
行
な
わ
れ
た
か
。
そ
こ
で
合
意
さ
れ
た
こ
と
を
何
点
か
挙
げ
な
さ
い
。

-フ

l
ヴ
ァ

l
氏

の

親

善

旅

行

の

目

的

は

何

で

あ

っ

た

か

。

(

⑫

六

七

九

頁

;

六

八

O
頁
)

〔
圏
内
状
勢
|
時
事
|
〕

I
・
戦
争
に
勝
つ
た
め
に
政
府
が
行
っ
た
こ
と
を
復
習
し
、
平
時
編
成
に
戻
す
た
め
に
必
要
な
こ
と
の
リ
ス
ト
を
つ
く
り
な
さ
い
。

-
国
防
に
お
い
て
、
航
空
術
は
以
前
と
比
べ
て
ど
ん
な
重
要
な
功
績
を
な
し
た
か
。

・
現
在
、
わ
が
国
の
通
常
兵
力
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

E
-
関
税
に
つ
い
て
国
会
は
ど
ん
な
行
動
を
と
っ
た
か
。
海
運
業
の
助
成
の
た
め
に
は
。
農
業
の
助
成
の
た
め
に
は
。
州
の
助
成
の
た
め
に
は
。

E
・
恐
慌
が
襲
っ
た
時
に
は
、
ど
ん
な
事
が
起
き
た
か
。

-
一
九
二
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
恐
慌
か
ら
立
ち
直
る
た
め
に
、
何
が
な
さ
れ
た
か

0

.
恐
慌
の
悪
弊
を
減
ら
す
た
め
の
計
画
を
い
く
つ
か
述
べ
な
さ
い
。

W
-
一
九
二
四
年
の
新
移
民
法
の
主
な
特
徴
を
挙
げ
な
さ
い
。

E
昨
日
ロ
ロ
白
ご
白
互
に
つ
い
て
国
全
体
は
ど
ん
な
こ
と
を
決
め
た
か
。

-
Z
g
n
-
m
ω
吉
弘
臼
問
題
は
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
か
。
そ
れ
は
何
か

0

・
フ
|
ヴ
ァ

l
・
ダ
ム
新
開
地
に
つ
い
て
説
明
し
な
さ
い
。

・
0
巳
】
自
己
の
貸
借
に
関
し
て
ど
ん
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
起
き
た
か
。
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V
-

一
九
二
四
年
の
大
統
領
選
挙
戦
で
推
駕
さ
れ
た
候
補
の
中
で
、
第
一
位
の
者
は
誰
だ
っ
た
か
。
結
果
は
ど
う
だ
つ
た
か
。

-
一
九
二
八
年
、
共
和
党
と
民
主
党
に
よ
っ
て
大
統
領
に
推
さ
れ
た
の
は
誰
か
。
誰
が
選
ば
れ
た
か
。

本質主義社会科における評価論(棚橋)

こ
れ
ら
の
問
題
に
お
い
て
、
解
答
と
し
て
子
ど
も
か
ら
引
き
出
そ
う

と
し
て
い
る
知
誌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
例
と
し
て
二
、
三

の
問
い
に
対
す
る
解
答
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
A
・
H
-
A
の
問
題

の
場
合
、
問
題
文
中
あ
る
い
は
選
択
肢
の
中
に
、
子
ど
も
が
身
に
つ
け

て
い
る
か
ど
う
か
を
そ
の
問
題
に
よ
っ
て
見
極
め
よ
う
と
す
る
知
識

(
後
述
す
る
よ
う
に
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
単
語
も
し
く
は
多
く
と
も
三

1
四
語
の
句
)
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
↓
同
盟
、
二
↓
全

会
一
致
、
三
↓
徴
兵
に
よ
る
、
五
↓
財
政
、
七
↓
開
拓
、
等
々
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
問
わ
れ
て
い
る
知
識
が
適
用
で
さ
る
こ
と
を
選
ば
せ
る
と

い
う
形
や
、
問
わ
れ
て
い
る
知
識
が
あ
て
は
ま
る
事
物
に
共
通
の
こ
と

を
選
ば
せ
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
二
が
、

後
者
の
例
と
し
て
は
七
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
後
者
は
、
逆
に
問
わ
れ

て
い
る
知
識
が
あ
て
は
ま
る
事
物
に
共
通
の
属
性
を
示
し
て
、
そ
の
よ

う
な
属
性
を
も
っ
概
念
を
選
ば
せ
る
と
い
う
形
も
あ
る
。
た
と
え
ば
一

で
あ
る
。

他
方
、
パ
グ
リ
の
問
題
の
場
合
、
〔
ア
メ
リ
カ
と
世
界
状
勢
〕
の
中

か
ら
い
く
つ
か
を
と
り
あ
げ
る
と
、
そ
の
解
答
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
主
な
条
件
は
何
か
」
↓
協
定
は
五
つ
の
主
要
な

部
分
か
ら
成
っ
た
。
第
一
に
、
領
土
の
変
更
を
す
る
。
第
二
に
、
ド
イ

ツ
お
よ
び
そ
の
同
盟
国
に
対
し
て
巨
額
の
賠
償
金
を
請
求
す
る
。
第
三

に
、
ド
イ
ツ
を
武
装
解
除
す
る
。
第
四
に
、
国
際
連
盟
を
設
立
す
る
。

⑫
六
九
一
頁
i
六
九
二
頁

第
五
に
、
戦
争
開
始
の
罪
は
中
欧
諸
国
に
あ
り
と
宣
言
す
る
、
で
あ
っ

た
。
「
ア
メ
リ
カ
国
民
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
出
来
事
と
完
全
に
無
関

係
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
よ
う
な
状
態
が
原

因
で
あ
っ
た
か
」
↓
大
戦
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
と
友
好
国
で
あ
っ
た
園
、

特
に
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
が
少
な
く
と
も
一
一

O
億
ド

ル
を
戦
争
中
に
ア
メ
リ
カ
政
府
か
ら
借
り
て
お
り
、
そ
の
返
済
時
期
、

方
法
等
の
問
題
が
未
解
決
で
あ
っ
た
。
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
は
伺
か
」

↓
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
貸
付
け
金
や
、
賠
償
金
支
払
い
の
た
め

に
ド
イ
ツ
に
貸
付
け
た
金
の
返
済
要
求
を
一
時
止
め
、
す
べ
て
の
支
払

い
を
停
止
す
る
こ
と
(
⑫
六
六
三
頁
3
六
七
一
頁
)
。

A
・
H
-
A
と
パ
グ
リ
の
評
価
問
題
に
お
い
て
子
ど
も
か
ら
引
き
出

そ
う
と
し
て
い
る
知
識
を
こ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
に

は
質
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

A
・
H
-
A
は
問
題
内
容
を
選
定
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
社
会
科
学

で
用
い
ら
れ
る
重
要
な
用
語
や
命
題
を
質
的
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
社
会
科
学
で
用
い
ら
れ
る
用
語
や
命
題
は
七
層
に
分
け
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
「
場
所
、
具
体
的
な
物
体
・
人
々
を
示
す
も
の
」
「
出

来
事
を
示
す
も
の
」
「
時
と
場
所
の
単
純
な
関
係
を
示
す
も
の
」
「
物
質

界
へ
の
関
わ
り
を
示
す
も
の
、
た
と
え
ば
職
業
、
地
理
的
な
影
響
」
「
人

間
同
士
の
ご
く
単
純
な
関
係
を
示
す
も
の
」
「
人
間
の
関
係
を
示
す
も

の
」
「
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
や
短
い
文
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
複
雑
な
社
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会
関
係
を
示
す
も
の
」
で
あ
る
(
⑬
一
三
頁

1
一
四
頁
)
。
先
に
挙
げ

た
A
・
H
-
A
の
評
価
問
題
で
解
答
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
知
識
を

こ
の
七
層
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
、
第
六
層
の
「
人
間
の
関
係
を
示
す

も
の
」
と
な
る
。

A
・
H
-
A
が
こ
の
層
の
知
識
を
問
題
内
容
と
す
る

の
に
は
、
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
、
社
会
科
学
に
お
い
て
究
明

さ
れ
る
事
実
に
は
転
移
す
る
も
の
と
転
移
し
な
い
も
の
が
あ
り
、
社
会

科
で
子
ど
も
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
べ
き
も
の
は
前
者
で
あ
る
と
い
う
考

え
で
あ
る
。

A
・
H
-
A
は
前
者
を
「
機
能
的
な
事
実

(ERZoE-

p
a
)」
、
後
者
を
「
不
活
発
な
事
実
(
宮
市
民
営
♀
)
」
と
呼
び
、
前
者
を

選
定
対
象
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
社
会
科
学
の
本
質
は
人
間
と
物
質

界
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
相
互
の
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
科
で
子
ど
も
に
身

に
つ
け
さ
せ
る
べ
き
も
の
は
、
人
間
の
関
係
を
示
す
機
能
的
な
事
実
で

あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
第
三
に
、
評
価
は
誰
が
行
な
っ
て
も

合
理
的
な
結
果
、
が
得
ら
れ
る
形
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
ひ
と
つ
の
単
語
も
し
く
は
多
く
と
も
三

1
四
語
で
示
さ
れ
る
句

で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
@
五
頁

i
一一一一

頁
)
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
い
て
、

A
・
H
-
A
に
よ
っ
て
選

定
さ
れ
た
問
題
内
容
は
、
政
治
学
、
経
済
学
、
社
会
学
、
法
学
、
地
理

学
な
ど
の
社
会
科
学
に
依
拠
し
て
得
ら
れ
る
、
関
係
を
示
す
一
般
名
詞
、

特
に
人
間
の
関
係
を
示
す
転
移
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
次
に
示
す
よ
う
な
社
会
科
学
で
用
い
ら
れ
る
用
語
が
間
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

50 

〔

A

・
H
-
A
に
お
い
て
評
価
内
容
と
し
て
選
ば
れ
た
用
語
〕

A

統
治
に
関
す
る
用
語

大
使
、
民
主
主
義
、
法
案
、
認
可
、
当
局
、
帝
政
、
布
告
、
任
命
、
領
事
、
連
邦
主
義
者
、
判
決
、
予
算
、
知
事
、
行
政
権
、
公
文
書
、
玉
、
法
律
、
通

貨
、
大
臣
、
君
主
制
、
立
法
、
慣
習
、
公
務
員
、
共
和
国
、
債
務
、
自
治
、
陳
情
、
義
務
、
首
相
、
専
制
政
治
、
宣
告
一
口
、
経
費
、
連
合
、
建
議
、
大
統
領
、

代
表
者
、
都
市
、
保
護
貿
易
政
策
、
国
務
長
官
、
植
民
地
、
決
議
、
国
税
庁
、
上
院
議
員
、
制
限
主
義
政
策
、
関
税
、
主
権
者
、
国
庫
、
国
家
、
省
、
教

義
、
下
院
、
州
、
休
会
、
論
争
、
事
務
局
、
領
土
、
付
属
書
類
、
町
、
使
命
、
内
閣
、
委
任
、
委
員
会
、
同
盟
、
和
解
、
中
央
集
権
、
委
員
、
裁
定
、
承

認
、
市
民
、
協
議
会
、
外
交
、
行
政
事
務
、
国
会
、
外
国
、
国
内
、
評
議
会
、
国
際
、
制
定
、
内
政
、
部
門
、
交
渉
、
施
行
、
州
問
、
参
議
院
、
中
立
、

地
方
、
告
訴
、
地
方
自
治
、
連
盟
、
平
和
、
就
任
、
州
の
権
利
、
州
議
会
、
列
強
、
無
効
、
議
会
、
互
恵
主
義
、
批
准
、
政
府
、
上
院
、
条
約
、
廃
止
、

体
制
、
会
期
、
改
正
、
無
政
府
状
態
、
条
項
、
拒
否
権
、
愛
国
心
、
宣
言
、
政
体
、
行
政
官
、
禁
制
、
連
合
、
立
法
権
、
再
建
、
独
裁
制
、
決
議
、
司
法

部
、
国
民
投
票

政
治
学
的
な
用
語

B 
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C 

選
挙
運
動
、
過
半
数
、
秘
密
投
票
、
侯
補
者
、
選
挙
、
政
党
幹
部
会
、
民
主
主
義
者
、
全
会
一
致
、
世
論
調
査
、
予
備
選
挙
、
停
頓
、
政
党
、
保
守
主
義

者
、
参
政
権
、
代
議
士
、
進
歩
主
義
者
、
投
票
、
推
薦
、
共
和
主
義
者
、
急
進
論
者
、
反
対
者
、
社
会
主
義
者
、
綱
領
、
陳
情
運
動
、
政
綱
、
後
援
、
政

策
、
猟
官
制
、
投
票
用
紙

径
済
学
的
な
用
語

業
務
、
製
造
、
従
業
員
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
商
業
、
商
品
、
投
資
、
必
需
品
、
生
産
、
労
働
、
市
場
、
会
社
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
恐
慌
、
競
争
、
原
料
、

労
働
組
合
、
投
機
、
消
費
者
、
払
い
戻
し
、
搾
取
、
輸
出
、
貿
易
、
破
産
、
交
通
機
関
、
証
書
、
公
共
事
業
、
財
、
法
人
、
資
本
、
輸
送
、
輸
入
、
独
占
、

信
用
、
産
菜
、
企
業
合
向
、
危
機
、
繁
栄
、
減
価
償
却
、
宮
、
財
政

社
会
学
的
な
用
語

貴
族
、
回
図
、
移
住
民
、
農
民
、
都
市
住
民
、
鉱
大
、
奴
隷
、
入
植
者
、
発
明
、
国
勢
調
査
、
移
住
、
改
革
、
住
人
、
共
同
体
、
人
口
、
開
放
、
家
屋
敷
、

自
由
、
開
拓
者
、
黒
人
、
独
立
、
良
園
、
人
種
、
自
由
権
、
世
論
、
植
民
、
圧
政
、
生
活
水
準
、
大
衆
、
暴
動

法
律
的
な
用
語

国
民
性
、
詐
欺
、
非
合
法
、
自
国
、
陪
審
、
汚
職
、
帰
化
、
一
証
拠
、
正
義
、
評
決
、
謀
議
、
違
反
、
保
険
、
権
利
、
証
人
、
反
乱
、
違
憲
、
一
祭
、
罪
、

法
廷
、
革
命
、
外
人
、
判
決
、
司
法
権
、
分
離
論
、
市
民
、
執
行
、
最
高
裁
判
所
、
動
乱
教
唆
罪
、
追
放
、
禁
止
命
令
、
密
輸
、
判
事
、
贈
収
賄
、
反
逆

罪

軍
事
的
な
用
語

同
盟
国
、
海
軍
、
募
兵
、
侵
入
、
動
員
、
敵
、
軍
隊
、
敵
意
、
潜
水
艦
、
攻
撃
、
封
鎖
、
攻
図
、
海
兵
隊
員
、
連
合
国
、
国
民
軍
、
戦
闘
、
降
伏
、
巡
洋

艦
、
新
兵
、
戦
時
禁
制
品
、
防
御
、
艦
隊
、
退
役
軍
人
、
抑
留
、
志
願
兵
、
休
戦
、
軍
鑑
、
武
装
解
除
、
賠
償
、
賠
償
金

地
理
学
的
な
用
語

境
界
、
農
業
、
大
陸
、
航
行
、
濯
瓶
、
航
海
、
干
拓
、
海
岸
、
開
拓
、
発
見
、
保
護
、
大
草
原
、
探
検
、
天
然
資
源

宗
教
的
な
用
語

聖
職
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
教
皇
、
宣
教
師
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ロ

l
マ
法
玉
、
信
経
、
宗
教
的
迫
害
、
十
字
軍
、
寛
容

年
表
や
記
録
に
関
す
る
用
語

古
代
、
文
明
化
、
世
紀
、
年
代
、
原
始
人
、
傾
向
、
出
来
事
、
一

O
年
、
近
代
、
宣
伝
、
中
世
、
期
間
、
先
例
、
伝
統

D E F G H 

⑬
一
八
六
頁

i
一
八
八
頁
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〔
バ
グ
り
に
お
い
て
評
価
内
容
と
し
て
選
ば
れ
た
合
衆
国
史
の
ミ
ニ
マ
ム
・
エ
ツ
セ
ン
シ
ャ
ル
ズ
〕

項

目

名

辞

発
見
と
探
検
の
時
代

-
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
前
の
ア
メ
リ
カ

-
北
欧
人
に
よ
る
発
見

.
イ
ン

J

ア
イ
ア
ン

・
冨
O
ロロ

ιl回
出
血
巾

g

.
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
背
景

-
十
字
軍

・
東
方
貿
易
と
海
路
の
要
求

-
一
五
世
紀
末
に
お
け
る
地
理
的
知
識

.
ス
ペ
イ
ン
の
探
検
と
植
民

-
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
探
検

.
フ
ラ
ン
ス
の
探
検
と
植
民

.
オ
ラ
ン
ダ
の
探
検

・
イ
ギ
リ
ス
の
探
検

植
民
地
開
発
の
時
代

-
プ
リ
マ
ス
と
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾

-
英
国
の
ピ
ル
グ
リ
ム
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

-
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
の
航
海
と
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
盟
約

.
プ
リ
マ
ス
の
植
民

他
方
、
パ
グ
リ
の
評
価
問
題
で
選
定
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
歴
史
学

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
合
衆
国
史
上
の
固
有
名
詞
で
表
わ
さ
れ
る
も

の
、
お
よ
び
関
係
を
示
す
も
の
の
中
で
も
具
体
的
な
固
有
名
詞
の
関
係

E 

を
表
わ
す
レ
ベ
ル
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
次
に
示
す

よ
う
な
合
衆
国
史
上
の
各
事
象
、
名
辞
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る。
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本質主義社会科における評価論(悶惰)

-
ボ
ス
ト
ン
と
近
郊
の
良
民

・
客
三
日
午
の
図
慾

-
支
法

・
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
植
民
地
の
人
々

.
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
設
立

-ロ

l
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
一
プ
ロ
ピ
デ
ン
ス
の
位
民

.
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト

・ハ

l
ト
フ
ォ
ー
ド
と
ニ
ュ

l
へ
プ
ン
へ
の
植
民

.
最
初
に

3
か
れ
た
憲
法

-
F』
己
O
島
戦
争

-
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
王
戦
争

-
窓
立
の
困
難
と
」
呈
早
阿
佐
u

の
エ
ピ
ソ
ー
ド

・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

・
最
初
の
倍
民

・
オ
ラ
ン
ダ
の
支
配

-
イ
ギ
リ
ス
の
征
服
と
支
配

.
。
巾
庄
内
円
の
反
乱
?

・
可
白
可
。
ロ
ロ
の
シ
ス
テ
ム
ワ
・

.
ニ
ュ

l
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー

・回巾吋

E
a
と
の
白
『
丹
市
『
巾
円
へ
の
下
賜

.
植
民

-
イ
ー
ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
と
ウ
エ
ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
分
裂

・
国
王
の
植
民
地
の
創
設

-
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア

・4
弓
ロ
]
{
白
ヨ
司
巾
ロ
ロ
と
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒

』

o
y口
開
口
【
回
一

n
O
R

河
口
岡
市
『
巧
E
U
S帥

-
吋
Y
O
B回
目

白

o
o
w
m吋

何
色
H
H
H
D

ロ門】〉ロ仏門口
ω
卿

-

同
M

巾丹市円∞門己可
4
冊目白口同

-
』

o
E
回目吋

Z
-
4卿

.。巾
O
吋問。同同門町吋白押
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-

同

vm
ロ
ロ
へ
の
下
賜

-
フ
イ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
創
設

か
大
交
渉
0

・
冨

8
0ロ
自
己

E
H
O
ロ
ラ
イ
ン

.口問
-24白
円
四
植
民

・
メ
リ

l
ラ
ン
ド

・
吋
}
回
目
。
包
4
2
.
Z

.
植
民

・
白
包
σ
o百
四
の
反
乱

.
宗
教
自
由
令

・
憲
章
と
統
治

.
パ
ー
ジ
ニ
ア

・
ジ
ェ

l
ム
ス
ト
ン
へ
の
植
民

グ
飢
餓
期
u

・
侵
初
の
代
表
集
会

.
奴
隷
の
導
入

・
切
白
n
oロ
の
反
乱

・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
ト
ラ
ブ
ル

.
タ
バ
コ
文
化

・
年
季
奉
公
の
使
用
人

.
カ
ロ
ラ
イ
ナ

・
植
民

司
グ
ラ
ン
ド
・
モ
デ
ル
8

・
ユ
グ
ノ

l
教
徒

・
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
と
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
へ
の
分
裂
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-
米
と
イ
ン
ド
藍
の
文
化

(
以
下
省
略
)

本質主義社会科における評価論(矧橋)

A
・
H
-
A
と
パ
グ
リ
に
お
い
て
問
題
内
容
と
し
て
選
定
さ
れ
る
知

詰
の
買
の
こ
の
よ
う
な
相
違
が
、
前
掲
の
具
体
的
な
評
価
問
題
に
お
け

る
相
違
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
グ
リ
の
評

価
問
題
で
は
二

O
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
と
世
界
状
勢
の
具
体
的
な
事

実
、
た
と
え
ば
国
際
連
盟
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
と
っ
た
態
度
、
国
際

連
盟
の
目
的
と
具
体
的
活
動
内
容
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
取
り
決
め
内

容
な
ど
具
体
的
、
個
別
的
な
事
実
の
内
容
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
A
・
H
-
A
の
評
価
問
題
で
は
、
同
盟
、
全
会
一
致
、
徴
兵
、

富
、
財
政
な
ど
の
概
念
を
一
般
的
な
こ
と
ば
で
理
解
し
て
い
る
か
ど
う

か
が
問
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
具
体
的
な
事
実
の
中
で
理
解
し
て
い

る
か
ど
う
か
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
問
題
内
容
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
知
識
は
ど
の
よ
う

に
し
て
選
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
の
問
題
内
容
と
し

て
選
定
さ
れ
た
「
社
会
科
学
の
用
語
」
や
「
合
衆
国
史
に
お
け
る
ミ
ニ

マ
ム
・
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ズ
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
リ
ス
ト
・
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
活
動
分
析
に
よ
る
知
識
の
選
定

A
・
H
-
A
の
「
社
会
科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
概
念
の
テ
ス
ト
」

の
場
合
、
次
の
よ
う
な
手
順
で
問
題
内
容
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

第
四
学
年
か
ら
大
学
ま
で
で
用
い
ら
れ
て
い
る
歴
史
お
よ
び
公
民
の
二

(
①
一
四
五
頁
i
一
五
四
頁
)

三
の
教
科
書
に
出
て
く
る
用
語
を
抽
出
す
る
。
そ
の
際
、
各
用
語
の
登

場
頻
度
は
問
わ
な
い
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
教
科
書
の
中
か
ら
、
高
等
学

校
で
特
に
ひ
ろ
く
使
わ
れ
て
い
る
歴
史
教
科
書
六
冊
を
選
び
、
そ
こ
に

出
て
く
る
用
語
を
抽
出
す
る
。
こ
こ
で
は
、
各
用
語
が
何
回
ず
つ
使
わ

れ
て
い
る
か
も
調
ベ
る
。
同
様
に
歴
史
や
公
民
の
教
科
書
を
分
析
し
そ

の
デ

l
タ
を
掲
載
し
て
い
る
出
版
物
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ

も
加
え
る
。
さ
ら
に
、
新
聞
の
一
面
記
事
や
社
説
、
現
在
の
出
来
事
を

扱
っ
た
多
く
の
論
文
や
雑
誌
に
出
て
く
る
用
語
に
つ
い
て
も
、
同
様
に

抽
出
し
て
そ
の
頻
度
を
調
べ
、
教
科
書
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料

を
補
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
四
四
四
の
用
語
が
抽
出
さ
れ
、
各
々
の

頻
度
が
示
さ
れ
る
。

次
に
、
高
等
学
校
の
歴
史
担
当
教
師
六
四
人
と
大
学
の
歴
史
担
当
教

授
五
人
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
等
級
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
「
必
須
」
「
補
助
的
」
「
重
要
で
な
い
」
の
三
等
級
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
四
四
四
の
用
語
は
「
社
会
学
的
価
値
」
(
凹

onEom-s-

4
巳
ロ
巾
)
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
社
会
学
的
価
値
と
は
授
業

以
外
の
場
で
の
こ
れ
ら
の
用
語
の
使
わ
れ
方
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
社
会
学
的
価
値
に
よ
る
等
級
づ
け
を
行
な
う
の
は
、
大
学
の

歴
史
担
当
教
授
、
社
会
事
業
家
、
か
つ
て
歴
史
を
教
え
て
い
た
高
等
学

校
長
、
公
立
学
校
の
教
育
調
査
専
門
家
、
テ
ス
ト
作
成
の
専
門
家
な
ど

で
あ
る
。
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最
後
に
こ
れ
ら
三
つ
の
基
準
、
す
な
わ
ち
使
用
頻
度
、
重
要
性
、
社
会

学
的
価
値
に
よ
っ
て
各
々
作
成
さ
れ
た
リ
ス
ト
を
つ
き
合
わ
せ
、
三
つ

の
リ
ス
ト
す
べ
て
に
必
須
の
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
み

を
抽
出
し
、
抽
出
さ
れ
た
四

O
O語
余
り
を
「
社
会
科
学
に
お
い
て
用

い
ら
れ
る
概
念
の
テ
ス
ト
」
の
問
題
内
容
と
し
て
選
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
(
⑬
一
五
五
頁
i
一
五
七
頁
)
。

パ
グ
リ
に
よ
る
問
題
内
容
の
選
定
の
仕
方
も
、

A
・
H
-
A
の
場
合

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
パ
グ
リ
は
三
つ
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
新
聞
や
雑
誌
の
分
析
、
専
門
家
の
判
断
、
教
科
書
の
比
較
で
あ
る
。

新
聞
や
雑
誌
の
分
析
に
よ
る
方
法
で
は
、
最
近
の
新
聞
や
雑
誌
の
中
で

地
理
や
歴
史
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
抽
出
し
、
そ
の
頻
度
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
地
理
的
知
識
、
歴
史
的
知
識
の
価
値
を
決
め
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
『
リ
タ
ラ
リ

l
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
」
『
ア
ウ

ト
ル
ッ
ク
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
雑
誌
、
計
一
八
冊
に
お
い
て
地
理
的
な

も
の
へ
言
及
し
て
い
る
部
分
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
「
場
所
と
位
置
に

関
す
る
も
の
」
「
政
治
地
理
に
関
す
る
も
の
」
「
商
業
地
理
に
関
す
る
も

の
」
「
社
会
地
理
に
関
す
る
も
の
」
「
歴
史
地
理
に
関
す
る
も
の
」
「
郷

土
に
関
す
る
も
の
」
に
分
類
し
、
そ
の
内
容
と
割
合
を
調
べ
て
い
る
。

専
門
家
の
判
断
に
よ
る
方
法
で
は
、
A

・
H
-
A
の
会
員
に
依
頼
し
、

合
衆
国
史
を
考
え
る
う
え
で
特
に
重
要
と
判
断
さ
れ
る
年
号
や
事
件

を
、
重
要
度
に
ラ
ン
ク
を
つ
け
て
選
ん
で
い
る
。

教
科
書
の
比
較
に
よ
る
方
法
で
は
、
パ
グ
リ
は
、
第
七
学
年
、
第
八

学
年
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
二
四
の
歴
史
教
科
書
を
分
析
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
四
の
教
科
書
は
過
去
五

0
年
間
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
出
版
年
に
よ
っ
て
一

O
年
区
切
り
で
グ
ル
ー
プ
と
し
、
各
事
項
に

つ
い
て
、
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
範
囲
、
ス
ペ
ー
ス
、
取
り
扱
わ
れ
方
と

い
う
観
点
か
ら
比
較
し
、
そ
の
変
化
を
調
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
た

と
え
ば
軍
事
的
事
項
の
ウ
ェ
ー
ト
が
低
下
し
、
社
会
的
・
産
業
的
発
展

に
関
す
る
事
項
の
ウ
ェ
ー
ト
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
傾
向
か
ら
、
強
調
す
べ
き
事
項
と
あ
ま
り
強

調
し
な
く
て
も
よ
い
事
項
と
が
選
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
①
二
二
一
頁

i
一
四
六
頁
)
。

こ
の
よ
う
に
、

A
・
H
-
A
お
よ
び
パ
グ
リ
は
、
教
科
書
や
新
聞
、

雑
誌
な
ど
現
に
社
会
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
情
報
の
分
析
と
関
連
す

る
有
識
者
の
判
断
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
問
題
内
容
を
選
定
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
、
間
接
的
な
方
法
で
で
は
あ
る
が
人
間
の
活
動
を
分
析

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
科
の
学
習
成
果
と
し
て

評
価
す
る
知
識
、
す
な
わ
ち
社
会
科
で
子
ど
も
が
身
に
つ
け
る
こ
と
を

め
ざ
す
べ
き
知
識
を
選
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

選
定
さ
れ
て
い
る
問
題
内
容
は
、
先
述
の
具
体
的
な
評
価
問
題
の
相

違
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
知
識
の
質
に
お
い
て
は
相
違
が
み
ら
れ
る

が
、
選
定
の
原
理
に
お
い
て
は
、

A

・
H
-
A
と
パ
グ
リ
に
共
通
す
る

も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
、
知
識
獲
得
の
た
め
の
技
能

前
掲
の
評
価
問
題
に
お
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
人
間
の
活
動
を
分

析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
が
問
題
内
容
と
し
て
選
定
さ

れ
、
問
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
そ
れ
ら
の
知
誌
を
獲
得
す
る
た
め
に
必



要
な
技
能
も
問
題
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
特
に
、

A
・
H
-
A
の
問

題
に
お
い
て
は
「
社
会
科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
技
能
の
テ
ス
ト
」

〔

A

・
H
-
A
の
評
価
問
題
〕

と
し
て
、
独
立
し
た
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

-
社
会
科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
技
能
の
テ
ス
ト
|

こ
れ
は
、
住
民
地
時
代
の
初
期
に
ア
メ
リ
カ
で
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
が
持
っ
て
い
た
本
で
あ
る
。

つ
の
本
の
呼
ば
れ
て
い
た
。
ふ
つ
う
縦
四

1
五
イ
ン
チ
、
横
二
イ
ン
チ
の
薄
い
板
切
れ
の
上
に
、

夜
よ
り
少
し
小
さ
い
紙
が
お
い
で
あ
っ
た
。
一
番
上
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
大
文
字
と
小
文
字

で
古
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
下
に
は
、
白
σ-mσ
・
5
等
と
い
っ
た
単
な
る
音
節
が
書
い
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
の
次
に
主
の
祈
り
が
書
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
印
刷
さ
れ
た
ベ

l
ジ
は
黄
色
が
か
っ
た
一
片

の
汚
い
箆
の
角
で
お
お
わ
れ
て
い
た
。
文
字
は
そ
れ
を
通
し
て
見
え
る
の
で
、
読
む
こ
と
が
で
き

た。
写
真
を
見
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
お
誌
を
よ
く
読
ん
で
か
ら
、
各
文
章
の
下
に
あ
る
口
の
う
ち

の
適
当
な
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
し
な
さ
い
。

結
民
地
時
代
の
学
校
の
子
ど
も
は
読
む
と
い
う
こ
と
を
学
ば
な
か
っ
た
。

健
民
地
時
代
の
人
々
は
、
子
ど
も
が
文
字
を
学
ぶ
こ
と
は
大
切
な
こ
と

だ
と
考
え
た
。

つ
の
本
で
使
わ
れ
た
紙
は
、
ア
メ
リ
カ
で
作
ら
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
で
は
、
学
校
で
少
年
少
女
が
読
む
た
め
の
お
も
し

ろ

い

お

話

が

た

く

さ

ん

書

か

れ

た

。

口

口

口

5

当

時

、

印

刷

機

が

あ

っ

た

。

口

口

口

次
の
事
実
は
す
べ
て
、
最
初
の
合
衆
国
横
断
鉄
道
建
設
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ふ
た
つ
の
会
社
、
す
な
わ
ち
ユ
ニ
オ
ン
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
と
セ
ン

本質主義社会科における評価論(閉橋)

1 2 3 4 
E 

正
し
い

口口口

そ
の
よ
う
な
こ
と

言
っ
て
い
な
い

誤
り

口

口

口口

口口
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事
実
I

58 

ト
ラ
ル
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。

事
実
I

国
会
は
、
ど
ち
ら
の
会
社
に
対
し
て
も
、
鉄
道
一
マ
イ
ル
に
つ
き
約
三
二
、

0
0
0ド
ル
と
広
大
な
土
地
を
与
え
た
。

事
実
H

一
八
六
九
年
の
あ
る
日
、
四
、

0
0
0人
の
労
働
者
は
一

0
マ
イ
ル
以
上
の
軌
道
を
敷
設
し
た
。
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
中
国
人
で
あ
っ
た
。

事
実
E

時
に
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
建
設
員
を
脅
か
し
、
追
い
払
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

事
実
W

鉄
道
が
完
成
し
て
間
も
な
く
、
軌
道
近
く
で
は
野
牛
の
群
れ
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
、
草
原
に
畜
牛
の
大
群
が
放
牧
さ
れ
た
。

次
の
最
初
の
文
章
を
わ
か
る
た
め
の
助
け
と
な
る
適
当
な
事
実
の
下
に
あ
る
口
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
な
さ
い
。
他
の
文
章
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
チ
ェ
ッ
ク
し
な

え
」
い
。

1 

国
会
は
ひ
と
つ
の
会
社
が
も
う
ひ
と
つ
の
会
社
を
倒
す
こ
と
の
手
助
け

を
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

一
八
六
九
年
に
お
い
て
は
、
今
日
の
よ
う
に
、
中
国
人
労
働
者
が
合
衆

国
に
来
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

合
衆
国
政
府
は
、
東
部
と
西
部
が
鉄
道
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
こ
と
は
と

て
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

鉄
道
建
設
は
と
て
も
困
難
な
状
況
の
下
で
行
な
わ
れ
た
。

西
部
へ
移
っ
た
人
々
の
中
に
は
、
畜
牛
の
飼
育
に
乗
り
出
し
た
人
も
い

た。

事
実
E

事
実
E

事
実
W

2 3 4 5 

口

口

口

口

口

口

口

口

口口

口口

口口

口口

口

口

口

口

E

も
し
、
ス
ペ
イ
ン
国
王
が
二
ハ
二

O
年
に
自
ら
が
北
ア
メ
リ
カ
す
べ
て
を
領
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
伎
は
次
の
諸
事
実
の

ど
れ
を
使
え
た
か
。
各
文
章
の
下
に
あ
る
口
の
適
当
な
と
こ
ろ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
を
伎
が
使
え
た
か
使
え
な
か
っ
た
か
を
一
不
し
な

さ
い
。

l 

一
四
九
三
年
、
ポ

l
プ
は
あ
る
線
よ
り
西
の
土
地
は
す
べ
て
ス
ペ
イ

ン
に
属
す
る
と
宣
言
し
た
。
そ
こ
に
は
、
北
ア
メ
リ
カ
が
す
べ
て
含

ま
れ
て
い
た
。

後
は
こ
れ
ら
の

事
実
を
使
え
た

伎
は
こ
れ
ら
の
事
実

を
使
え
な
か
っ
た

口

口



本質主義社会科における評価論(問橋)

つ

一
五
九
八
年
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
到
達
し
た
。

一
六

O
二
年
、
英
国
王
は
北
ア
メ
リ
カ
の
東
部
海
岸
沿
い
の
土
地
を

ふ
た
つ
の
会
社
、
ロ
ン
ド
ン
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と
プ
リ
マ
ス
・
カ
ン
パ

ニ
ー
に
与
え
た
。

一
四
九
二
年
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
ア
メ
リ
カ
を
発
見
し
、
そ
の
す
べ
て

が
ス
ペ
イ
ン
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

二
ハ

O
九
年
、
へ
ン
リ

l
・
ハ
ド
ソ
ン
は
ハ
ド
ソ
ン
川
を
発
見
し
、

オ
ラ
ン
ダ
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

英
国
王
は
、
ジ
ョ
ン
・
カ
ポ

l
ト
が
一

O
O年
以
上
前
に
発
見
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
英
国
の
領
有
で
あ
る
と
言
っ
た
。

一
五
二
四
年
、
〈
巾
口
封
印
ロ
O

は
北
ア
メ
リ
カ
の
海
岸
沿
い
に
航
海
し

て
ニ
ュ

l
・ヨ

l
ク
湾
に
入
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
で
あ
る
と
主
張

し
た
。

口口口口口口

次
の
文
章
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
の
後
を
継
い
だ
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

3 4 5 6 7 
W 

一
般
的
な
事
実

1 

若
い
頃
、
伎
は
貧
し
い
洋
服
屋
で
あ
っ
た
。

も
し
彼
が
リ
ン
カ
ー
ン
の
如
才
な
さ
を
身
に
つ

け
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
の
政
治
は
も
っ
と
う
ま

く
い
っ
た
だ
ろ
う
。

彼
の
勧
告
の
多
く
は
、
国
に
と
っ
て
と
て
も
価

値
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
リ
ン
カ
ー
ン
内
閣
の
大
部
分
を

口 口

2 

口

3 4 

特
有
の
事
実

状
況
に
関
す
る
筆
者

の
個
人
的
な
意
見

口

口

口

口

口

口

口口口口口口
動
機
に
関
す
る
筆
者

の
個
人
的
な
意
見

口口口
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5 

保
持
し
た
。
そ
れ
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
政
策
を

受
け
継
ぎ
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
弾
劾
さ
れ
、
議
会
に
よ
っ
て
審

理
さ
れ
た
時
、
有
罪
投
票
は
、
賛
成
三
五
反
対

一
九
で
あ
っ
た
。

口 口

こ
の
問
題
に
お
い
て
間
わ
れ
て
い
る
技
能
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

か
を
み
て
み
よ
う
。
例
示
し
た
四
つ
の
問
題
で
は
、
与
え
ら
れ
た
歴
史

的
な
証
拠
を
合
理
的
に
用
い
る
技
能
を
子
ど
も
が
持
っ
て
い
る
か
ど
う

か
が
調
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
的
な
証
拠
を
合
理
的
に
用

い
る
技
能
は
四
つ
の
技
能
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
問
題
は

四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
(
@
三

O
三
頁
)
。
こ
こ
に
例

示
し
た
四
題
は
、
各
グ
ル
ー
プ
よ
り
一
題
ず
つ
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

ー
で
は
、
つ
の
本
の
写
真
と
そ
れ
に
関
す
る
事
実
か
ら
、
提
示
さ
れ

た
五
つ
の
陳
述
が
事
実
と
し
て
引
き
出
せ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
的
な
証
拠
か
ら
推
断
を
す

る
技
能
の
有
無
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

E
で
は
、
合

衆
国
横
断
鉄
道
建
設
に
関
し
て
子
ど
も
に
四
つ
の
事
実
が
与
え
ら
れ
、

そ
こ
に
は
直
接
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
鉄
道
建
設
に
関
す
る
他
の
事
実
あ

る
い
は
そ
れ
以
外
の
当
時
の
状
況
(
た
と
え
ば
外
国
人
労
働
者
の
入
国

に
つ
い
て
な
ど
)
を
発
見
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

あ
る
事
実
を
他
の
既
知
の
事
実
か
ら
発
見
す
る
技
能
の
有
無
を
見
極
め

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
皿
で
は
、
北
ア
メ
リ
カ
の
領
有
権
は
ス

口

60 

口

口

口

口

口

(
@
三

O
六
頁
1
三
三
四
頁

ベ
イ
ン
国
王
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
子

e
と
も

に
七
つ
の
事
実
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
事
実
を
、
領
有
権
主
張
の
証

拠
と
し
て
適
当
か
適
当
で
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
に
分
け
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
に
関
わ
り
の
あ
る
諸
事
実

を
、
そ
の
証
拠
と
し
て
の
適
切
性
と
い
う
観
点
か
ら
分
類
す
る
技
能
の

有
無
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

W
で
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン

大
統
領
に
関
わ
る
五
つ
の
陳
述
を
、
事
実
な
の
か
意
見
な
の
か
、
一
般

的
か
特
有
か
、
さ
ら
に
何
に
関
す
る
意
見
か
な
ど
に
分
け
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
提
示
さ
れ
た
証
拠
を
そ
の
質
と
い
う
観

点
か
ら
分
類
す
る
技
能
の
有
無
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

学
習
成
果
と
し
て
評
価
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
技
能
は
、
こ
の
よ
う

な
与
え
ら
れ
た
証
拠
を
合
理
的
に
用
い
る
技
能
と
い
う
も
の
だ
け
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
、
紙
幅
の
都
合
で
問
題
の
実
際
は
省
略
し
、
そ
れ
ら

の
技
能
の
内
容
だ
け
を
一
部
紹
介
し
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
、

A
・
H

.
A
が
地
理
的
な
技
能
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
、
地
理
的
理
解
(
特

定
の
地
域
を
特
徴
.
つ
け
る
文
化
的
な
ら
び
に
自
然
的
な
特
色
の
相
互
関

連
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
活
動
の
特
質
、
経
営
、
世
界
的
な
分



布
に
つ
い
て
、
異
な
っ
た
文
化
的
財
産
を
も
っ
人
々
が
特
別
な
タ
イ
プ

の
自
然
的
要
因
を
利
用
し
た
り
そ
れ
ら
に
対
処
し
た
り
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
方
法
に
つ
い
て
)
を
得
る
た
め
に
重
要
な
事
実
を
、
川
景
観
か
ら
、

桧
か
ら
、
実
物
か
ら
読
み
と
る
、
同
地
図
か
ら
読
み
と
る
、
同
グ
ラ
フ

や
統
計
か
ら
読
み
と
る
、
川
印
刷
物
か
ら
獲
得
す
る
、
そ
し
て
、
同
そ

の
よ
う
な
事
実
に
関
し
て
正
確
に
理
由
づ
け
を
す
る
、
例
そ
の
よ
う
な

理
由
づ
け
に
も
と
づ
く
地
理
的
情
報
や
地
理
的
結
論
を
効
果
的
に
表
現

す
る
、
川
こ
れ
ら
の
理
解
や
能
力
を
新
し
い
状
況
に
適
用
す
る
、
で
あ

る
(
⑬
二
四

O
頁)。

E 

本
質
主
義
社
会
科
に
み
ら
れ
る
評
価
の
論
理

本質主義社会科における評価論(矧僑)

A
・
H
-
A
に
よ
る
評
価
と
パ
グ
リ
に
よ
る
評
価
は
、
具
体
的
な
構

成
の
レ
ベ
ル
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
を
示
し
て
い
る
が
、
評
価
を
行
な

う
基
本
的
な
論
理
な
ら
び
に
そ
の
背
景
と
な
る
社
会
科
の
評
価
理
念
と

い
う
点
で
は
共
通
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

一
、
客
観
的
実
在
と
し
て
の
社
会
の
忠
実
な
把
握

A
・
H
-
A
の
場
合
も
パ
グ
リ
の
場
合
も
、
子
ど
も
に
問
う
知
識
を

選
定
す
る
方
法
と
し
て
、
人
間
の
活
動
の
分
析
に
依
拠
し
て
い
る
。
な

ぜ
、
活
動
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
が
子
ど
も
に
問
う
知
識
と
な

る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
、
評
価
内
容
の
選
定
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
考
え
方
が
現
わ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
科
の
評
価
内
容
は
形
市
上
的
な
も
の
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
社
会
、
社
会
的
あ
る
い
は
文

化
的
な
遺
産
を
科
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
評
価
し
よ
う
と
す
る
内
容
の
選
定
原
理
は
社
会
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
子
ど
も
の
学
習
成
果
を
判
断
す
る
評
価
内
容
の
選
定
原
理
が
社

会
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
換
言
す
れ
ば
、
社
会
の
中
で
一
般
に
真
理
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
こ
そ
が
評
価
問
題

の
内
容
を
決
め
る
唯
一
の
基
準
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
の

中
で
一
般
に
真
理
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
に
お

け
る
生
活
で
実
際
に
必
要
と
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
活
動
の
分
析
な
の
で
あ

る。
A
・
H
-
A
や
パ
グ
リ
が
行
な
っ
て
い
る
活
動
分
析
は
、
具
体
的
に

は
新
聞
・
雑
誌
の
記
事
の
分
析
で
あ
り
、
教
科
書
記
述
の
分
析
で
あ
り
、

専
門
家
達
の
判
断
の
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
厳
密
に
は
人
間
の
活

動
自
体
を
分
析
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
の
活
動
自
体
を
直
接

分
析
す
る
こ
と
は
種
々
の
困
難
を
と
も
な
う
。
そ
こ
で
、
人
間
の
活
動

を
反
映
し
て
い
る
大
量
の
資
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
な

が
ら
も
人
間
の
活
動
を
表
わ
す
知
識
を
抽
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
実
社
会
に
お
い
て
社
会
に
つ
い
て
言
及
し
た
り
考
察
し
た
り
し

て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
新
聞
、
雑
誌
、
教
科
書
、
論
文
、
専
門
家
の

判
断
な
ど
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
社
会
が
必
要
と
し
て
い
る

知
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
社
会
に
お
い
て
真
理
と
し
て
一

般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
、
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と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
社
会
を
、

A
・
H
-
A
は
、
社
会

が
機
能
す
る
た
め
の
重
要
な
制
度
と
い
う
局
面
か
ら
把
握
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
社
会
は
政
治
制
度
(
地
方
、
国
家
、
国
際
)
、
経
済
制

度
(
地
方
、
一
般
)
、
社
会
制
度
(
国
内
、
倫
理
的
、
宗
教
的
)
、
教
育

制
度
、
美
的
制
度
、
娯
楽
制
度
に
分
け
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
関

す
る
知
識
こ
そ
社
会
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

本
質
主
義
は
、
究
極
的
な
本
質
を
何
に
求
め
る
か
、
す
な
わ
ち
い
わ

ゆ
る
か
必
要
最
小
。
を
定
め
る
規
準
を
ど
う
す
る
か
、
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
考
え
方
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
、
究
極
的
な

本
質
を
観
念
す
な
わ
ち
精
神
的
な
存
在
あ
る
い
は
神
学
的
な
も
の
に
求

め
る
考
え
方
と
、
人
間
の
精
神
か
ら
独
立
し
て
外
側
に
事
物
が
そ
し
て

真
理
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
究
極
的
な
本
質
は
そ
の
よ
う
な
客
観
的

実
在
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
考
え
方
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

者
を
「
観
念
論
や
新
ス
コ
ラ
哲
学
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
学
ぶ
本

質
主
義
者
」
と
呼
び
、
後
者
を
「
新
実
在
論
を
と
る
本
質
主
義
者
」
と

呼
ぶ
者
も
い
る
(
@
二
八
一
頁
)
。

先
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

A
・
H
-
A
な
ら
び
に
パ
グ
り

の
本
質
主
義
社
会
科
評
価
論
で
は
、
必
要
最
小
を
定
め
る
規
準
に
は
精

神
の
存
在
は
み
ら
れ
な
い
。
本
質
を
決
め
る
の
は
、
子
ど
も
の
精
神
の

外
側
に
厳
然
と
存
在
す
る
社
会
で
あ
り
、
神
や
絶
対
的
真
理
や
子
ど
も

の
欲
求
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
究
極
的
本
質
の
根
源
で

あ
る
客
観
的
実
在
を
あ
る
が
ま
ま
に
映
し
と
っ
て
い
る
の
が
、
つ
ま
り

社
会
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
記
述
し
て
い
る
の
が
知
識

で
あ
り
、
実
在
の
社
会
か
ら
遊
離
し
た
知
識
と
い
う
も
の
は
な
い
、
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
科
学
に
お

い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
知
識
こ
そ
が
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
実
在
そ
の

も
の
を
映
し
と
っ
て
い
る
知
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
社
会
科

学
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
知
識
は
、
実
在
と
し
て
の
社
会
の
構
造

や
機
能
と
対
応
し
一
致
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
く
と
、
子
ど
も
が
社
会
を
知
る
、
わ
か

る
と
は
、
自
分
の
中
に
何
ら
か
の
主
観
的
実
在
を
つ
く
り
出
す
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
外
部
の
客
観
的
実
在
が
忠
実
に
あ
る
が
ま
ま
に
発
覚

し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

A
・
H
-
A

な
ら
び
に
パ
グ
リ
の
評
価
論
で
は
、
自
己
の
外
的
世
界
の
実
在
が
発
覚

し
た
も
の
と
し
て
の
社
会
科
学
の
成
果
で
あ
る
知
識
を
、
何
ら
か
の
適

当
な
教
授
・
学
習
過
程
を
通
し
て
習
得
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
つ

ま
り
客
観
的
実
在
と
し
て
の
社
会
を
忠
実
に
あ
る
が
ま
ま
に
把
握
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
学
習
成
果
は
評
価
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
実
在
が
忠
実
に
発

覚
し
た
知
識
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
個
々
の
子
ど
も
の
欲
求

あ
る
い
は
社
会
状
況
や
問
題
に
よ
っ
て
簡
単
に
変
わ
る
の
で
は
な
く
、

比
較
的
不
変
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
子
ど
も
が
こ
れ
ら
の
知
識
を
獲
得

す
る
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
不
変
の

知
識
で
あ
る
か
ら
こ
そ
子
ど
も
の
学
習
成
果
が
客
観
的
に
測
定
で
き
る

の
で
あ
り
、
ま
た
学
習
成
果
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
に
客
観
的
に
剖
定

で
き
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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本質主義社会科における評価論(棚橋)

こ
の
よ
う
に
、

A
・
H
-
A
な
ら
び
に
パ
グ
リ
の
本
質
主
義
社
会
科
論

に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
精
神
の
外
側
に
客
観
的
実
在
と
し
て
存
在
す

る
現
実
の
社
会
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
一
般
に
真
理
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
知
識
(
そ
れ
は
A
-
H
-
A
で

は
一
般
的
な
概
念
と
い
う
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
、
パ
グ
リ
で
は
個
別
的

で
具
体
的
な
事
物
の
関
係
と
い
う
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
て
い
る
)
が
、

社
会
科
に
お
い
て
子
ど
も
の
学
習
成
果
を
評
価
す
る
際
の
根
幹
を
な
す

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

現
実
社
会
の
反
映
と
し
て
の
知
識
の
獲
得
を
通
し
て
現
実
社
会
の
あ

る
が
ま
ま
の
把
握
を
図
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
お
い
て
は
、

同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
知
識
獲
得
に
必
要
な
技
能
も
、
社
会
科
の
学
習

成
果
と
し
て
評
価
の
視
野
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

評
価
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
技
能
は
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た

狭
い
範
囲
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

A
・
H
-
A
は
技
能
を
次
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
。
「
こ
こ
で
は
、
情
報
を
見
つ
け
た
り
取
り
扱
っ
た

り
す
る
方
法
を
い
う
。
そ
れ
は
、
社
会
科
の
授
業
を
通
し
て
獲
得
し
た

と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
、
後
々
、
各
々
の
子
ど

も
た
ち
が
同
様
の
情
報
を
取
り
扱
う
時
に
使
え
る
で
あ
ろ
う
も
の
で
あ

る
(
⑮
五
七
頁
)
」
。
こ
れ
と
先
に
列
挙
し
た
技
能
の
内
容
と
を
合
わ
せ

て
み
る
と
、
こ
こ
で
評
価
対
象
と
さ
れ
て
い
る
技
能
が
伺
で
あ
る
か
が

明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
生
活
一
般
で
要
求
さ
れ
る
技
能
、

す
な
わ
ち
集
団
生
活
を
営
む
際
の
円
滑
な
人
間
関
係
を
維
持
す
る
技
能

と
か
、
自
ら
の
身
の
処
し
方
を
決
め
る
技
能
と
か
で
は
な
く
、
社
会
を

知
る
た
め
に
必
要
な
技
能
、
社
会
の
反
映
と
し
て
の
知
識
を
獲
得
す
る

た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
技
能
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
知
識
の
整
理
・
定
着
過
程
と
し
て
の
試
験

A
・
H
-
A
お
よ
び
パ
グ
リ
の
評
価
論
で
は
、
評
価
は
教
授
・
学
習

過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
の
よ
う
に
、

A
・
H
-
A
や
パ
グ
リ
の
評
価
論
で
は
、
子
ど
も

が
実
在
と
し
て
の
社
会
を
忠
実
に
把
握
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す

る
こ
と
が
図
ら
れ
て
い
る
た
め
、
具
体
的
な
問
題
に
お
い
て
は
、
実
際

に
現
状
は
ど
う
あ
る
の
か
、
実
際
に
過
去
は
ど
う
あ
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
わ
か
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
社
会
科

学
の
一
般
的
な
概
念
が
、
も
っ
ぱ
ら
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
子
ど
も

に
社
会
を
批
判
的
に
み
さ
せ
た
り
、
自
ら
の
社
会
を
構
成
さ
せ
た
り
す

る
よ
う
な
問
い
か
け
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
社
会
の
ど
こ
が

問
題
な
の
か
、
ど
こ
を
改
善
す
べ
き
な
の
か
、
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、

と
い
う
よ
う
な
構
成
的
な
こ
と
は
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
構
成
の
背
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
社
会
科
に
お
い
て
は
客
観
的
実
在
を
忠
実
に
映
し
と
っ
て
い

る
社
会
科
学
の
知
識
を
、
知
識
そ
れ
自
体
と
し
て
子
ど
も
に
習
得
さ
せ

る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
教
授
・
学
習
過
程
は
そ
の
よ
う
な
知
識
習
得

の
過
程
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
評
価
の
方
法
と
し
て
子
ど

も
に
問
題
に
答
え
さ
せ
る
の
は
、
既
に
習
得
し
た
知
識
を
そ
れ
に
よ
っ

て
整
理
さ
せ
、
そ
の
定
着
・
強
化
を
促
進
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
、
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
パ
グ
リ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
試
験
。

こ
れ
は
復
習
の
過
程
の
頂
点
で
あ
る
。
(
中
略
)
試
験
に
先
立
つ
熱
心
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で
勤
勉
な
期
間
に
注
意
は
白
熱
す
る
。
そ
れ
は
確
か
に
負
担
で
は
あ
る

が
、
見
返
り
の
あ
る
負
担
で
あ
る
。
(
中
略
)
試
験
の
長
所
は
、
た
く

さ
ん
の
事
実
や
原
理
を
筋
の
通
っ
た
体
系
へ
と
組
織
す
る
と
い
う
こ
と

に
奮
闘
さ
せ
る
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
①
三
三
三
頁
1
一一一一一一

四
頁
)
。
」
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
パ
グ
リ
に
お
い
て
は
試
験

は
、
百
三
m
g
と
し
て
の
試
験
、
【
守
山
口
と
し
て
の
試
験
と
い
う
性
格
を

強
く
も
っ
て
お
り
、
問
題
解
決
の
場
と
し
て
の
試
験
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
そ
こ
で
は
"
子
ど
も
に
と
っ
て
の
何
ら
か
の
問
題
状
況
“
を

設
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
子
ど
も
な
り
の
解
決
を
求
め
る
問
題
と
い
う

形
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
本
質
主
義
社
会
科
の
ひ
と
つ
の
学
習
観
あ
る
い
は
子
ど
も

観
と
い
う
べ
き
も
の
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
子

ど
も
は
自
ら
知
識
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
有
機
体
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
放
置
す
れ
ば
学
習
を
回
避
し
よ
う
と
さ
え
す
る
ひ
と
つ
の
無
機
的

な
受
容
器
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
学
習
と
い
う
の
は
ひ
と
つ

ひ
と
つ
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
効
果
が
あ
が
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
連
闘
を
自
ら
考
え
て
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
場

に
お
い
て
問
題
の
解
決
を
行
な
う
こ
と
を
通
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
科
に
お
い
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
知

識
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
状
況
の
解
決
に
向
け
て
有
機
的
な
連
闘
を
も
っ

て
必
要
と
さ
れ
る
知
識
の
集
合
体
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
別

の
基
準
で
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
る
個
々
の
知
識
、
す
な
わ
ち
社

会
に
対
応
し
て
そ
の
社
会
を
忠
実
に
と
ら
え
る
べ
く
最
も
進
化
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
社
会
科
学
の
成
果
と
し
て
の
知
識
、
に
求
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識

を
、
反
復
に
よ
っ
て
定
着
・
強
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
社
会
を
と
ら
え

さ
せ
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
に
社
会
を
動
的
に

と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

A
・
H
-
A
や
パ
グ
リ
の
評
価
論

で
は
、
子
ど
も
の
目
を
生
き
た
社
会
か
ら
そ
ら
し
、
社
会
を
静
的
に
と

ら
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
え
よ
う
。
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三
、
社
会
の
構
成
員
と
し
て
の
共
通
の
紳

知
識
を
子
ど
も
の
内
で
の
構
成
作
用
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
外

的
な
実
在
の
発
覚
の
結
果
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
に
も
と
づ
く
A
・

H
-
A
や
パ
グ
リ
の
社
会
科
論
に
お
い
て
は
、
め
ざ
す
べ
き
子
ど
も
像

は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
み
た
よ
う
に
、

A
-
H
-
A
や
パ
グ
リ
の
評
価
論
に
お
い
て
は
、

社
会
科
の
学
習
成
果
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
は
、
社
会
で
一
般
に
認
め

ら
れ
た
真
理
を
表
わ
す
知
識
と
そ
の
習
得
に
必
要
な
技
能
の
有
無
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
が
い
か
に
忠
実
に
あ
る
が
ま
ま
に
実
在
と

し
て
の
社
会
を
把
握
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
実
際
に
示
さ
れ
て
い
る
評

価
問
題
に
は
そ
れ
以
上
の
も
の
は
表
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
社
会

を
忠
実
に
把
握
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
ど
も
に
期
待
し
て
い
る
こ
と

は
、
も
う
一
歩
先
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

A
・
H
-
A
や
パ
グ
リ
の
考
え
る
よ
う
に
知
識
を
と
ら
え
る
と
、
子

ど
も
は
受
身
的
な
存
在
に
局
限
さ
れ
て
ゆ
く
。
子
ど
も
の
欲
求
や
経
験

と
は
か
か
わ
り
な
く
、
学
ぶ
べ
き
知
詰
は
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
社
会
を

把
握
し
て
い
る
社
会
科
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
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そ
こ
で
習
得
が
め
ざ
さ
れ
る
知
識
は
社
会
に
属
す
人
間
に
共
通
の
も
の

で
あ
っ
て
、
個
々
の
子
ど
も
の
欲
求
に
応
じ
た
個
々
の
子
ど
も
に
と
っ

て
の
知
話
、
個
々
の
子
ど
も
に
固
有
の
知
識
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
習

得
し
て
い
る
か
否
か
を
評
価
さ
れ
て
い
る
知
識
は
、
子
ど
も
が
社
会
の

構
成
員
と
し
て
共
有
す
べ
き
も
の
、
換
言
す
れ
ば
共
通
の
紳
と
で
も
い

う
べ
き
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
要
求
さ
れ
て
い
る
技
能
も
こ
の
よ

う
な
共
通
の
待
を
得
る
た
め
の
も
の
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
立
場
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
と
、
子
ど
も
は
単
に
社
会
の
忠

実
な
把
握
を
求
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
把
握
さ
れ

た
社
会
に
適
応
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
人
間
像
を
パ
グ
リ
は
、
「
社
会
に
と
っ
て
有
効
な
個

人
」
と
呼
び
、

A
・
H
-
A
は
「
社
会
の
責
任
あ
る
構
成
員
」
と
呼
ん

で
い
る
。
ま
た
、
パ
グ
リ
は
そ
の
よ
う
な
人
間
の
育
成
に
お
け
る
教
育

の
役
割
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
自
国
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
の
ひ
と
つ
の

機
能
は
後
々
の
世
代
に
そ
の
国
家
の
理
想
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
あ

る
、
換
言
す
れ
ば
歴
史
は
国
家
の
理
想
に
向
け
て
子
ど
も
を
社
会
化
す

る
と
い
う
重
要
な
力
を
も
っ
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
(
①
一
六
五

頁
i
一
六
六
頁
)
。

A
・
H
-
A
や
パ
グ
リ
の
社
会
科
評
価
論
に
お
い
て
は
、
社
会
に
適

応
し
社
会
の
有
能
で
責
任
あ
る
構
成
員
と
し
て
、
そ
の
社
会
の
理
想
に

向
け
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
、
を
見
極
め
て
い
る

具
体
的
な
問
題
は
み
ら
れ
な
い
。
問
題
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

あ
く
ま
で
社
会
を
忠
実
に
把
握
し
て
い
る
か
否
か
を
見
極
め
る
も
の
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
が
現
実
に
そ
の
社
会
を
肯
定
し

適
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
実
際
に
確
定
す
る
こ
と
は
重
要
で
は
な

く
、
社
会
を
忠
実
に
把
揮
さ
せ
、
そ
の
社
会
に
共
通
の
紳
を
も
た
せ
れ

ば
、
結
果
と
し
て
自
然
に
子
ど
も
は
そ
の
社
会
の
構
成
員
と
し
て
そ
の

社
会
に
同
化
し
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

四

お

わ

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
一
九
三

0
年
代
前
後
に
盛
ん
に
な
っ
た
本
質
主

義
社
会
科
の
評
価
論
は
、
学
習
成
果
と
し
て
子
ど
も
が
子
ど
も
の
精
神

の
外
側
に
客
観
的
実
在
と
し
て
存
在
す
る
社
会
を
、
そ
れ
に
対
応
す
る

知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
忠
実
に
あ
る
が
ま
ま
に
把
握
で
き

て
い
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

評
価
活
動
に
は
直
接
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
社
会
の
忠
実
な

把
握
を
通
し
て
、
そ
の
社
会
を
肯
定
し
そ
れ
に
適
応
し
て
ゆ
く
こ
と
を

子
ど
も
に
期
待
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
教
授
・
学
習

過
程
に
お
い
て
試
験
が
も
っ
役
割
は
、
習
得
す
べ
き
知
識
の
整
理
、
定

着
、
強
化
で
あ
り
、
円

2
ぽ

F
今
日
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
子
ど
も
は
社
会
の
中
の
他
の
種
々
の
存
在
と
同
じ
レ
ベ

ル
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
社
会
に
埋
没
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
統
一
的
な
人
格
を
も
っ
た
人
間
、
自
ら
の
設
定
し
た
問

題
状
況
の
解
決
に
向
け
て
知
識
を
有
機
的
な
連
関
を
も
っ
て
統
合
す
る

人
間
、
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
発
想
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
、
本
質
主
義
社
会
科
評
価
論
が
、
そ
の
方
法
原
理
の
面
か
ら
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Evaluation in the Social Studies based on Essentialism 
-in the case of A. H. A. and W. C. Bagley-

by Kenji Tanahashi 

The Purpose of this article is to make an inquiry into the history of social studies in the 

United States from the viewpoint of educational evaluation, taking up the essentialism, which 

was expressed by the Report of the Commission on the Social Studies of the American 

Historical Assosiation and some articles written by W. C. Bagley. 

According to those theories to evaluate the outcomes of social science teaching is to 

estimate whether a child understands the society as it is through acquiring the knowledge 

which correspond with the society. A. H. A. and Bagley regard the society as an objective 

reality which exsists outside the mind of child. They also regard the knowledges as the out

comes of the disclosure of objective reality, not as the outcomes of subjective reality gained 

by the child. Therefore the examination does not mean for them any problem-solving, but on

ly review or drill. It can be said that this is the significance and limitation of the evaluation 

theory in the social studies based on essentialism. 
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