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梗　

概
21
世
紀
以
降
を
生
き
て
い
く
「
市
民
」
に
と
っ
て
「
情
報
」
に
対
す

る
読
解
力
や
応
用
力
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
際
の
危
機
管
理

能
力
は
必
須
の
「
生
き
て
い
く
力
」
で
あ
る
。「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」
と

は
物
理
的
に
社
会
の
構
成
員
と
情
報
化
社
会
へ
の
参
加
者
と
を
限
り
な

く
イ
コ
ー
ル
に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
を
指
す
言
葉
で
あ
る

が
、「
イ
ン
フ
ラ
」
と
し
て
整
備
す
べ
き
は
、
た
だ
単
に
確
保
す
る
べ

き
衣
食
住
の
三
要
素
に
「
情
報
」
と
い
う
四
つ
目
を
付
け
足
す
こ
と
だ

け
な
の
だ
ろ
う
か
？
急
速
な
情
報
化
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
起
こ
っ
た

事
件
は
、
科
学
技
術
と
し
て
の
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」
が
先
行
し
て
、
そ

の
科
学
を
使
う
人
間
の
技
術
を
整
え
る
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」
が
後
方
に

置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
存
在
す
る
情
報
を
適
切
に
価
値
づ
け
、
判
断
に
生

か
す
と
い
う
「
情
報
活
用
能
力
」
を
養
う
こ
と
こ
そ
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」

に
今
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

２
０
２
２
年
度
新
学
習
指
導
要
領
で
新
設
さ
れ
る
「
論
理
国
語
」
で

生
徒
が
身
に
着
け
る
の
は
、
実
社
会
に
必
要
な
国
語
の
知
識
や
技
能
と

さ
れ
て
お
り
、
情
報
と
し
て
の
文
章
を
読
解
し
理
解
す
る
「
リ
テ
ラ

シ
ー
」
を
育
む
要
素
を
加
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
現
在

示
さ
れ
て
い
る
「
論
理
国
語
」
は
実
生
活
で
活
用
さ
れ
る
力
と
し
て
、

文
章
の
内
容
を
重
要
度
や
抽
象
度
に
よ
っ
て
適
切
に
分
類
、
整
理
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、
情
報
読
解
・
分
析
に
偏
っ
て

お
り
「
生
き
て
い
く
力
」
と
し
て
は
不
十
分
だ
。
生
き
た
情
報
活
用
能

力
を
鍛
え
る
た
め
、
教
育
用
に
新
た
に
、
実
生
活
に
存
在
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ

や
新
聞
、
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
と
い
っ
た
も
の
の
擬
似
教
材
を
作
成
す
る

必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
教
材
の
作
成
や
授
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
作
成
に

は
、
論
理
学
や
文
献
学
に
携
わ
る
研
究
者
や
図
書
館
司
書
、
あ
る
い
は

大
学
や
国
会
図
書
館
等
の
機
関
の
監
修
を
受
け
て
整
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
。
私
も
一
研
究
者
と
し
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
一
社

会
人
と
し
て
、
今
後
の
情
報
分
野
に
お
け
る
日
本
の
国
力
に
大
き
く
影

響
す
る
だ
ろ
う
「
教
育
」
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
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は
じ
め
に 

―
「
生
き
る
力
」　

　

２
０
２
０
年
度
以
降
、
順
次
各
教
育
課
程
に
お
い
て
新
学
習
指
導
要

領
が
導
入
さ
れ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
文
部
科
学
省
が
標
語
と
し
て
掲
げ

て
い
る
の
は
「
生
き
る
力
―
学
び
の
、
そ
の
先
へ
」
で
あ
る1

。「
生
き

る
力
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？
「
人
生
百
年
時
代
」
と
謳
わ
れ
、
医
療

分
野
や
日
々
の
生
活
を
支
え
る
技
術
開
発
分
野
等
の
目
覚
ま
し
い
進
化

に
よ
っ
て
人
間
の
寿
命
が
延
び
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、「
生
き
る
力
」

は
単
純
な
生
物
的
生
理
的
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
小
学
生
の
時
に
は

自
宅
に
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
パ
ソ
コ
ン
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
遠
方
の
学
校

に
電
車
を
乗
り
継
い
で
通
う
中
学
生
に
な
る
と
携
帯
電
話
を
持
つ
よ
う

に
な
り
、
高
校
進
学
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
す
る
よ
う
に

な
っ
た
私
に
と
っ
て
、
電
子
機
器
を
用
い
て
情
報
の
世
界
に
ア
ク
セ
ス

す
る
こ
と
は
、
判
断
力
の
形
成
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
人
格
形
成
期
」
に

お
い
て
は
も
は
や
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
私
に
と
っ
て
重

要
と
考
え
ら
れ
る
「
生
き
る
力
」
と
は
「
情
報
を
利
用
し
自
立
的
に
判

断
す
る
力
」
で
あ
る
。

　

21
世
紀
以
降
を
生
き
て
い
く
「
市
民
」
に
と
っ
て
「
情
報
」
に
対
す

る
読
解
力
や
応
用
力
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
人
々
へ
の
危
機

管
理
能
力
が
必
須
で
あ
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
Ｅ
Ｕ
離
脱
国
民
投
票
に

お
け
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
デ
ー
タ
を
分
析
し
て
得
た
大
衆
の
「
志
向
」
を
利
用
し

た
政
治
行
動2

や
、
本
年
1
月
の
台
湾
総
統
選
挙
に
お
け
る
中
国
に
よ
る

Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
情
報
操
作
を
用
い
た
選
挙
介
入3

が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
今
、

あ
な
が
ち
「
絵
空
事
」
で
も
な
い
。
情
報
操
作
と
判
断
誘
導
は
も
う
始

ま
っ
て
い
る
。
情
報
を
用
い
た
個
人
あ
る
い
は
社
会
の
判
断
に
影
響
を

及
ぼ
す
戦
略
に
対
し
て
「
良
い
悪
い
」
の
議
論
を
し
て
い
る
暇
は
な
い

ほ
ど
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
対
策
が
急
務
で
あ
る
。

情
報
・
印
象
操
作
の
歴
史
的
事
例  

　

― 

17
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
」

　

情
報
・
印
象
操
作
は
何
も
今
に
始
ま
っ
た
話
で
は
な
い
。
私
が
高
校

1
年
生
か
ら
、
現
代
情
報
社
会
と
の
関
連
の
中
で
興
味
を
持
っ
て
研
究

に
取
り
組
ん
で
い
る
、17
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
情
報
戦
の
事
例「
マ

ザ
リ
ナ
ー
ド
（« m

azarinade »

）」
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
事
例

と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
政
治
的
内
乱
に
武
力
だ
け
で
は
な
く
「
言
論

の
力
」
が
多
分
に
介
入
し
た
事
例
は
歴
史
上
、
3
回
あ
る
。
そ
の
う
ち

の
2
回
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
「
宗
教
戦
争
」、
日
本

で
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
史
実
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
で
あ
り
、

短
期
間
に
多
く
の
政
治
的
性
格
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
が
横
行
し
た
が
、
そ

れ
ら
以
上
に
短
期
間
に
多
く
の「
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」が
飛
び
交
っ

た
の
太
陽
王
ル
イ
14
世
の
幼
少
期
に
起
こ
っ
た
全
国
規
模
の
内
乱
「
フ

ロ
ン
ド
の
乱
」
で
あ
る
。
こ
の
内
乱
で
は
、
乱
に
参
入
す
る
各
政
治
家
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が
自
陣
営
の
印
象
を
よ
く
見
せ
た
り
、
敵
対
す
る
陣
営
の
印
象
を
悪
く

見
せ
た
り
す
る
た
め
に
「
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

用
い
、
１
６
４
８
年
か
ら
１
６
５
３
年
の
間
に
内
乱
勃
発
地
で
あ
る
パ

リ
を
中
心
に
５
６
０
０
程
度
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
飛
び
交
っ
た
。
こ
の

フ
ロ
ン
ド
の
乱
と
い
う
内
乱
で
武
力
だ
け
で
な
く
言
葉
の
力
で
戦
お
う

と
し
た
手
段
が
こ
の
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
。

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
匿
名
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
嘘
や
潤
色
に

溢
れ
て
お
り
、
己
の
政
治
的
・
道
徳
的
主
張
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
す
る
こ

と
に
特
化
し
て
い
る
。
お
気
づ
き
で
あ
ろ
う
が
、
性
質
と
し
て
は
現
代

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
近
い
。
た
だ
、
あ
ま
り
に
そ
の
内
容
が
一
時
的
な
効
果
を

求
め
た
も
の
で
あ
り
、
情
報
的
に
信
憑
性
が
低
い
こ
と
か
ら
長
い
間
歴

史
研
究
か
ら
も
文
学
研
究
か
ら
も
無
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の

い
く
ら
中
身
が
嘘
で
あ
ろ
う
と
、
嘘
は
ゼ
ロ
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
。
根

底
と
な
る
事
実
が
あ
る
。
事
実
を
捻
じ
曲
げ
る
と
い
う
行
為
の
裏
に
、

そ
れ
を
行
う
意
志
の
存
在
と
い
う
真
実
が
あ
る
。
情
報
的
確
性
が
低
い

マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
を
、
歴
史
に
て
ら
し
、
嘘
と
真
を
選
り
分
け
、
情
報
の

恣
意
的
な
操
作
を
見
破
る
と
い
う
方
法
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の

歴
史
学
と
も
文
学
と
も
社
会
学
と
も
つ
か
な
い
研
究
が
現
代
社
会
に
対

し
て
行
う
、
最
大
の
貢
献
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
マ
ザ

リ
ナ
ー
ド
」
研
究
は
17
世
紀
を
つ
ぶ
さ
に
見
な
が
ら
も
、
21
世
紀
以
降

の
社
会
に
お
い
て
必
要
な
情
報
活
用
能
力
を
備
え
、
い
の
ち
の
使
い
方

を
自
分
自
身
に
限
り
な
く
引
き
つ
け
て
判
断
す
る
人
間
を
常
に
意
識
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

現
代
情
報
化
社
会
と
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」

　

さ
て
こ
こ
ま
で
、
現
在
行
っ
て
い
る
17
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
関
わ
る
文

学
・
歴
史
研
究
に
引
き
付
け
て
議
論
を
進
め
て
き
た
が
、「
日
本
の
針
路
、

こ
の
考
え
は
ど
う
だ
！
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
則
り
、
現
代
日
本
に
お
け

る
具
体
的
な
「
温
故
知
新
」
の
施
策
に
つ
い
て
、
研
究
者
の
一
人
と
し

て
、
中
高
教
員
免
許
取
得
者
の
一
人
と
し
て
、
そ
し
て
何
よ
り
社
会
の

一
員
と
し
て
提
言
し
た
い
。

　
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
情
報
シ
ス
テ
ム
を
稼
働

さ
せ
る
基
盤
と
な
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
の
機
材
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

や
デ
ー
タ
、
通
信
回
線
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
総
体
を
指
す
そ
の
言

葉
の
意
味
は
、草
の
根
ま
で
電
気
と
電
波
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
引
き
、

社
会
の
構
成
員
と
情
報
化
社
会
へ
の
参
加
者
と
を
限
り
な
く
イ
コ
ー
ル

に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。「
イ
ン
フ
ラ
」

と
し
て
整
備
す
べ
き
は
、
た
だ
単
に
確
保
す
る
べ
き
衣
食
住
の
三
要
素

に
「
情
報
」
と
い
う
四
つ
目
を
付
け
足
す
こ
と
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
？

結
局
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
安
易
な
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
が
問
題
に
な
る

事
件
や
意
図
的
な
情
報
操
作
に
よ
っ
て
あ
ら
ぬ
デ
マ
が
流
布
す
る
と
い

う
事
件
等
は
、科
学
技
術
と
し
て
の
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」
が
先
行
し
て
、

そ
の
科
学
を
使
う
人
間
の
技
術
を
整
え
る
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」
が
二
歩



─ 22 ─

も
三
歩
も
後
方
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
社
と
し
て
何
ら
か
の
方
針
を
持
つ
報
道
各
社
は
さ
て

お
き
、「
情
報
が
自
由
自
在
に
行
き
か
っ
て
い
る
」
と
社
会
一
般
に
信

用
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
方
で
、
情
報
の
質
を
判
断
し
制
限

を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
た
か
も
そ

の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
存
在
す
る
情
報
が
こ
の
世
の
す
べ
て
か
の
よ
う

に
錯
覚
さ
せ
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
が
同
質
に
扱
う
情

報
の
中
で
、「
公
私
」
の
問
題
同
様
、
そ
の
区
別
を
つ
け
る
の
は
現
時

点
で
は
、
個
人
の
判
断
力
に
依
存
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
情

報
を
適
切
に
価
値
づ
け
、
判
断
に
生
か
す
と
い
う
「
情
報
活
用
能
力
」

を
養
う
こ
と
こ
そ
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」
に
今
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

情
報
活
用
能
力
を
涵
養
す
る
教
育  

　

― 

高
校
歴
史
教
育
に
お
け
る
実
践
例

　

現
在
、
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
個
々
人
の
力
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い

る
「
情
報
活
用
能
力
」
を
広
く
「
イ
ン
フ
ラ
」
と
し
て
涵
養
す
る
場
と

し
て
、
最
も
適
し
て
い
る
の
は
や
は
り
公
教
育
で
あ
ろ
う
。
情
報
化
社

会
に
生
き
て
い
く
若
者
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
学
ば
せ
よ
う
と
い
う
の

試
み
と
同
時
に
、
生
き
て
い
く
に
必
要
な
こ
の
「
情
報
活
用
能
力
」
を

育
む
試
み
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
私
は
今
か
ら
二
年
前
に
中
学
社
会
科
・
高
校
地
歴
科
の
教
員

免
許
を
取
っ
た
。
教
員
免
許
は
ご
存
知
の
通
り
、
数
週
間
の
教
育
実
習

期
間
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
高
校
世
界
史
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
っ
た
私
は
こ
の
期
間
に
「
生
徒
に
正
し
く
世
界
史
を
教
え

る
こ
と
」
だ
け
で
な
く
上
記
の
「
教
育
の
場
で
情
報
活
用
能
力
を
涵
養

す
る
こ
と
」を
試
み
た
。
社
会
科
と
い
う
科
目
は
数
学
や
理
科
以
上
に
、

教
員
の
色
が
反
映
さ
れ
る
科
目
で
あ
る
こ
と
、
教
員
と
い
う
立
場
が
生

徒
の
思
想
信
条
に
時
と
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
十

分
注
意
し
、
担
当
教
員
の
許
可
を
取
っ
た
上
で
の
取
り
組
み
で
あ
る
こ

と
を
一
言
断
っ
て
お
く
。

　

論
末
に
付
し
た
表
及
び
付
属
資
料
は
、
高
校
一
年
生
の
必
修
世
界
史

の
授
業
で
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
」
の
範
囲
を
扱
っ
た
回
の
授
業
計

画
表
で
あ
る
。
こ
の
教
育
実
習
を
行
っ
た
当
時
、
ニ
ュ
ー
ス
で
は
し
ば

し
ば
、「
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
単
語
と
共
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
キ
リ
ス
ト
教

と
の
対
立
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
実
習
校
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス

ク
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
外
か
ら
の
敵
と
い
う
印

象
を
与
え
が
ち
な
西
洋
中
心
主
義
に
つ
い
て
触
れ
る
一
つ
の
要
因
で

あ
っ
た
が
、
最
も
重
要
な
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
で
は
な
い
。「
教
科
書
」
と
い
う
生
徒
が

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
る
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
し
て
い
る
情
報
媒
体
に

対
し
て
疑
念
を
持
た
せ
、
自
分
自
身
で
複
数
の
媒
体
を
比
較
し
て
判
断

を
形
成
す
る
べ
き
だ
と
認
識
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
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て
は
「
十
字
軍
の
教
科
書
記
述
に
見
え
る
、
教
科
書
の
視
点
の
偏
り
」

と
い
う
題
を
つ
け
て
い
る
授
業
の
最
後
に
、
直
接
生
徒
た
ち
に
手
を
動

か
し
て
、
判
断
を
促
し
て
い
る
。
教
科
書
記
述
と
補
助
プ
リ
ン
ト
を
参

照
さ
せ
、
教
科
書
記
述
の
み
だ
っ
た
場
合
と
、
プ
リ
ン
ト
の
聖
書
へ
の

言
及
・
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
見
た
十
字
軍
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
場
合
の
イ

メ
ー
ジ
の
違
い
を
認
識
さ
せ
た
。
こ
の
取
り
組
み
で
生
徒
に
求
め
た
の

は
「
平
等
だ
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
へ
の
懐
疑
の
姿

勢
」
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
あ
る
事
件
や
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て

一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
情
報
を
得
る
だ
け
で
な
く
複
数
を
見
比
べ
る
必

要
性
の
認
識
で
あ
る
。

　

講
義
形
式
の
授
業
で
あ
り
、
受
講
人
数
が
45
人
程
度
い
る
高
校
一
年

生
の
世
界
史
の
授
業
で
は
、
資
料
を
提
示
し
生
徒
に
呼
び
か
け
を
行
う

に
と
ど
ま
っ
た
が
、
受
講
人
数
が
10
人
程
度
の
高
校
三
年
生
の
選
択
世

界
史
の
授
業
で
は
、資
料
提
供
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、生
徒
自
身
で「『
情

報
源
が
一
つ
だ
け
で
あ
っ
た
場
合
の
印
象
』
と
『
複
数
あ
っ
た
場
合
の

印
象
』
と
の
違
い
」
を
記
述
さ
せ
、
世
界
史
の
授
業
に
お
い
て
授
業
時

間
制
限
な
ど
の
関
係
上
、
教
科
書
や
扱
う
内
容
を
制
限
せ
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ス
や
報
道
に
お
い
て
も
情
報
の
記
述
方
法
や
内
容

量
に
制
限
が
あ
る
と
い
う
限
界
を
踏
ま
え
て
、
実
生
活
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
情
報
を
探
す
べ
き
か
、
そ
の
情
報
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
べ
き

か
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
提
言
を
行
っ

た
。

　

学
年
や
人
数
ご
と
の
授
業
形
態
の
変
化
は
一
定
の
効
果
を
認
め
た
も

の
の
、
や
は
り
「
社
会
科
」
の
枠
組
み
の
中
で
行
う
こ
と
に
は
限
界
を

感
じ
た
。

官
学
連
携
に
よ
る
教
育
的
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」  

　

― 

「
論
理
国
語
」
と
「
人
文
学
研
究
」

教
育
的
「
情
報
イ
ン
フ
ラ
」
― 

２
０
２
２
年
度
新
学
習
指
導
要
領
に

お
け
る
「
論
理
国
語
」
の
新
設

　

上
記
の
例
は
、
教
育
実
習
校
が
私
の
信
義
信
条
に
基
づ
く
「
自
分
勝

手
」
を
許
容
し
た
た
め
に
実
現
し
え
た
一
事
例
に
す
ぎ
な
い
。
往
々
に

し
て
公
教
育
と
は
平
等
の
質
と
量
を
提
供
す
る
の
が
理
想
だ
が
、「
当

た
り
は
ず
れ
」
が
存
在
し
、
担
当
す
る
教
師
の
思
想
信
条
や
人
格
に
か

な
り
影
響
さ
れ
る
不
平
等
な
も
の
で
あ
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
上
記
の

例
は
、
あ
る
年
の
あ
る
学
校
の
高
校
生
約
１
５
０
人
程
度
が
受
け
た
特

殊
な
体
験
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
今
後
の
加
速
す
る
情
報

化
社
会
の
中
を
生
き
て
い
く
す
べ
て
の
生
徒
に
共
通
の
体
験
と
し
て

「
イ
ン
フ
ラ
」
と
し
て
広
め
た
い
と
考
え
た
場
合
、
や
は
り
「
リ
テ
ラ

シ
ー
」
と
い
う
分
野
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

２
０
２
２
年
度
に
施
行
さ
れ
る
新
学
習
指
導
要
領
の
高
校
国
語
で
、

選
択
科
目
に
既
存
の
「
国
語
表
現
」
に
加
え
、
現
行
の
「
現
代
文
」
と

「
古
典
」
を
再
編
し
た
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
古
典
探
求
」
の
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計
３
科
目
が
新
設
さ
れ
る
。「
論
理
国
語
」で
生
徒
が
身
に
着
け
る
の
は
、

実
社
会
に
必
要
な
国
語
の
知
識
や
技
能
と
さ
れ
、
そ
れ
を
適
切
に
使
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
論
理
的
な
思
考
力
の
育
成
に
つ
な

が
る
情
報
の
扱
い
方
な
ど
を
学
ぶ
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
文
章

を
読
解
し
理
解
す
る
「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
は
ぐ
く
む
教
育
と
し
て
の
要

素
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。論
文
・
レ
ポ
ー

ト
の
よ
う
な
論
証
の
た
め
の
文
章
や
，
法
令
・
契
約
書
の
よ
う
な
客
観

的
な
内
容
を
一
義
的
に
示
す
た
め
の
文
章
を
題
材
に
取
る
こ
の
「
論
理

国
語
」
に
お
い
て
身
に
着
け
る
「
文
章
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
の
扱
い

方
」
と
し
て
「
主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
」「
情
報
を
重
要
度
や
抽
象
度
な
ど
に

よ
っ
て
階
層
化
し
て
整
理
す
る
方
法
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
使
う
こ

と
」「
推
論
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
使
う
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
論
理
学
な
ど
の
理
論
を
学
び
、
実
践
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を

学
び
推
論
す
る
と
い
う
授
業
形
態
が
見
込
ま
れ
る
が
、
実
生
活
に
お
い

て
活
用
さ
れ
る
力
と
し
て
の「
文
章
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
の
扱
い
方
」

と
は
、
そ
の
文
章
の
内
容
を
重
要
度
や
抽
象
度
に
よ
っ
て
適
切
に
分
類

し
、
整
理
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
け
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
？

「
論
理
国
語
」
に
お
け
る
「
人
文
学
研
究
」
方
法
論
の
利
用

　

論
理
国
語
に
お
い
て
身
に
着
け
る
べ
き
「
実
学
」
と
し
て
の
読
解
力

は
、
実
は
「
実
学
」
と
程
遠
い
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
「
人
文
学
研
究
」

に
そ
の
雛
形
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
人

文
学
研
究
」が
実
学「
論
理
国
語
」に
貢
献
し
う
る
要
素
に
つ
い
て
、「
マ

ザ
リ
ナ
ー
ド
研
究
」
を
具
体
例
と
し
て
提
示
し
た
い
。

　

マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
と
は
前
述
の
通
り
、
フ
ロ
ン
ド
の
乱
と
い
う
内
乱
中

に
出
回
っ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
多
く
が

匿
名
で
あ
り
、
ま
た
嘘
や
潤
色
に
溢
れ
て
お
り
、
己
の
政
治
的
道
徳
的

主
張
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
す
る
こ
と
に
特
化
し
て
い
る
た
め
、
情
報
的
に

信
憑
性
が
低
い
こ
と
か
ら
長
い
間
歴
史
研
究
か
ら
も
文
学
研
究
か
ら
も

無
視
さ
れ
て
き
た
。
自
己
擁
護
と
他
者
攻
撃
の
道
具
で
あ
る
マ
ザ
リ

ナ
ー
ド
の
中
で
、
歴
史
的
事
実
を
参
照
し
な
が
ら
事
実
を
抽
出
し
て
真

実
に
迫
っ
て
い
く
そ
の
学
術
的
プ
ロ
セ
ス
を
「
論
理
国
語
」
に
応
用
で

き
る
の
で
は
な
い
か
？
具
体
的
な
授
業
例
と
共
に
挙
げ
た
い
。

　

①
創
り
出
し
た
「
支
持
者
」
と
判
断
誘
導

　

多
数
決
に
よ
っ
て
物
事
が
決
ま
っ
て
い
く
民
主
主
義
に
お
い
て
「
ど

れ
ほ
ど
支
持
者
が
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
重
要
で
あ
り
、
特

に
そ
の
人
個
人
に
と
っ
て
そ
れ
が
い
い
か
ど
う
か
よ
り
も
大
勢
の
「
他

者
」
の
意
見
に
流
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
性
質
を
利
用
さ
れ
て
購

買
行
動
に
ま
で
影
響
が
出
る4

日
本
に
お
い
て
は
、
政
治
の
場
面
で
な
く

て
も
「
支
持
者
が
い
る
か
い
な
い
か
」
と
い
う
の
は
潜
在
的
に
判
断
基

準
の
一
つ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
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こ
の
例
を
踏
ま
え
て
「
論
理
国
語
」
に
活
用
す
る
な
ら
ば
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

に
お
け
る
「『
創
り
出
し
た
』
支
持
者
」
を
用
い
た
誘
導
の
例
や
、ネ
ッ

ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
「『
創
り
出
し
た
』
商
品
支
持
」

レ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
誘
導
、
今
ま
で
の
検
索
履
歴
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
用

い
た
掲
載
広
告
に
よ
る
誘
導
な
ど
の
例
な
ど
を
教
材
と
し
て
示
し
た

り
、
よ
り
高
学
年
に
な
れ
ば
資
料
か
ら
自
ら
探
し
出
し
て
指
摘
さ
せ
た

り
す
る
な
ど
の
授
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
想
定
さ
れ
る
。

　

②　

修
辞
学
・
弁
論
術
の
利
用 

― 

「
詭
弁
」

　

説
得
を
目
的
と
し
て
、
時
に
は
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
正
し
い
と
思
わ

せ
る
よ
う
に
恣
意
的
に
用
い
ら
れ
る
「
詭
弁
」
は
弁
論
術
の
一
つ
で
あ

る
。
説
得
や
交
渉
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手

段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
の
弁
論
術
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
や
メ
デ
ィ
ア
等
の
い
わ
ゆ
る「
偏
向
報
道
」等
へ
の
個
々
人
の
ロ
ジ
ッ

ク
武
装
に
な
り
う
る
。

　

例
え
ば
「
早
ま
っ
た
一
般
化
（hasty generation

）」
は
少
な
い

例
か
ら
普
遍
的
な
結
論
を
導
こ
う
と
す
る
詭
弁
の
論
理
で
あ
る
が
、
一

個
人
（« particular »

）
の
意
見
を
「
世
論
（public opinion

）」
と

同
等
に
扱
う
報
道9

な
ど
に
見
ら
れ
る
。
都
合
の
良
い
事
例
や
事
実
あ
る

い
は
要
因
の
身
を
羅
列
し
、都
合
の
悪
い
論
点
へ
の
言
及
を
避
け
、誤
っ

た
結
論
に
誘
導
す
る
論
法
に
つ
い
て
は
、
特
に
論
じ
る
対
象
と
な
る

コ
ー
パ
ス
選
択
お
よ
び
論
の
根
拠
た
る
論
拠
典
拠
の
恣
意
的
な
操
作
に

　

創
り
出
し
た
「
支
持
者
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
は
、
マ
ザ
リ
ナ
ー

ド
を
用
い
た
内
乱
に
お
け
る
言
葉
の
政
治
闘
争
に
お
い
て
も
見
ら
れ

る5

。
実
際
フ
ロ
ン
ド
の
乱
に
お
い
て
、
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
を
自
己
弁
護
と

し
て
用
い
た
り
、
政
敵
コ
ン
デ
大
公
の
攻
撃
に
用
い
た
り
し
た
レ
枢
機

卿
（Jean François-Paul de Gondi, Cardinal de Retz

）6

は
パ
ン

フ
レ
の
中
で
、
レ
枢
機
卿
自
身
と
し
て
語
り
を
行
う
こ
と
は
な
い
。
あ

る
時
は
レ
枢
機
卿
を
擁
護
す
る
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
体
裁

を
取
っ
て7

、
ま
た
あ
る
時
は
レ
枢
機
卿
と
コ
ン
デ
大
公
の
間
で
中
立
で

あ
り
、
世
間
の
騒
擾
を
憂
い
、
平
和
の
使
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

た
め
に
山
を
下
り
て
き
た
「
隠
士
」
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
語
る8

が
、

語
り
手
の
異
な
る
ど
の
パ
ン
フ
レ
を
見
て
も「
利
己
的
な
コ
ン
デ
大
公
」

と
「
利
他
的
な
レ
枢
機
卿
」
と
い
う
二
項
対
立
の
中
で
自
分
の
正
当
性

を
主
張
す
る
と
い
う
構
図
が
取
ら
れ
て
い
る
。
レ
枢
機
卿
が
こ
れ
ほ
ど

自
分
の
無
私
無
欲
を
強
調
す
る
の
は
、
コ
ン
デ
大
公
陣
営
に
よ
る
レ
攻

撃
の
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
の
な
か
で
「
マ
ザ
ラ
ン
側
へ
の
裏
切
り
は
、
レ
枢

機
卿
の
個
人
的
な
利
益
の
た
め
で
あ
る
」
と
攻
撃
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
レ
枢
機
卿
に
と
っ
て
こ
の
点
は
自
身
の
政
治
生
活
に
お
い
て
重

要
な
論
点
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
の
編
者
で
あ
る

ミ
シ
ェ
ル
・
ペ
ル
ノ
は
、
執
拗
な
ま
で
に
自
身
の
潔
白
を
繰
り
返
し
強

調
す
る
レ
枢
機
卿
の
記
述
に
注
目
し
、
注
に
お
い
て
「
人
々 

（« peuple »

）
の
な
か
に
あ
る
自
分
の
人
気
を
守
ろ
う
と
す
る
た
め

に
無
私
無
欲
を
強
調
し
て
い
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。
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対
し
て
学
術
的
価
値
を
問
い
質
す
「
人
文
学
研
究
」
を
含
め
た
研
究
方

法
論
と
の
関
連
が
大
き
い
。

　

古
く
は
ロ
ー
マ
に
お
け
る
弁
論
家
キ
ケ
ロ
ま
で
遡
る
、「
詭
弁
」
を

含
む
修
辞
学
・
弁
論
術
を
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
は
、文
部
科
学
省
も
「
高

等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
」
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。「
人
文
学

研
究
」
の
方
法
論
や
理
論
を
用
い
た
「
論
理
国
語
」
に
つ
い
て
は
、
上

記
の
歴
史
文
献
を
学
術
的
に
分
析
す
る
際
の
方
法
論
や
論
理
学
を
用
い

た
「
正
し
い
論
証
」
を
示
す
教
材
例
の
他
に
、「
誤
っ
た
論
証
」
を
指

摘
し
、
そ
れ
ら
に
誘
導
さ
れ
な
い
た
め
の
力
を
育
成
す
る
た
め
の
教
材

も
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
人
智
」
を

担
い
、
正
し
く
情
報
を
扱
う
こ
と
に
傑
出
し
て
い
る
研
究
者
あ
る
い
は

研
究
方
法
論
と
い
う
の
は
、
十
二
分
に
寄
与
し
う
る
リ
ソ
ー
ス
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

「
生
き
る
力
」
と
官
学
連
携 

― 

「
論
理
国
語
」
と
「
人
文
学
研
究
」

　

公
教
育
制
度
を
整
え
る
の
が
政
府
で
あ
る
以
上
、
特
定
の
報
道
機
関

に
対
す
る
特
定
の
印
象
を
誘
導
す
る
よ
う
な
教
材
は
使
え
な
い
の
で
、

新
聞
や
雑
誌
等
の
報
道
は
な
か
な
か
教
材
化
し
づ
ら
い
。
し
か
し
、
実

生
活
で
必
要
な
情
報
を
読
解
し
、
判
断
し
、
利
用
す
る
情
報
活
用
能
力

を
鍛
え
る
と
い
う
ニ
ー
ズ
は
今
以
上
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
克
服
手
段
と
し
て
教
育
用
に
新
た
に
、
実
生
活
に
存

在
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
の
擬
似
教
材
や
、
新
聞

や
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
と
い
っ
た
も
の
の
擬
似
資
料
を
作
成
す
る
必
要
性

を
申
し
上
げ
た
い
。
そ
し
て
「
生
き
る
力
」
と
し
て
の
情
報
活
用
能
力

を
涵
養
す
る
教
材
の
作
成
や
授
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
作
成
に
は
、
論
理
学

や
文
献
学
に
携
わ
る
研
究
者
や
図
書
館
司
書
、
あ
る
い
は
大
学
や
国
会

図
書
館
等
の
機
関
の
監
修
を
受
け
て
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。

終
わ
り
に  

　

― 

一
研
究
者
と
し
て
、
一
社
会
人
と
し
て

　
「
文
学
研
究
科
」
に
身
を
置
い
て
い
る
と
、
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
に
何

の
意
味
が
あ
る
？
と
い
う
厳
し
い
目
に
し
ば
し
ば
晒
さ
れ
る
。
公
財
を

い
た
だ
い
て
研
究
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
晒
さ
れ
る
べ
き
視
線
で

あ
り
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
研
究
者
一
人
一
人
が
答
え

を
持
つ
べ
き
質
問
で
あ
ろ
う
。

　

歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
数
世
紀
前
の
事
象
を
そ
の
ま
ま
現
代

社
会
に
適
用
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
数
世
紀
前
の
事
象
を
、
現
代
社
会

に
生
か
す
こ
と
は
な
い
か
と
意
訳
す
る
こ
と
だ
。英
文
を
和
訳
す
る
際
、

直
訳
す
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
英
文
の
真
意
を
理
解
し
た

上
で
、
日
本
語
に
よ
り
近
い
表
現
を
求
め
る
。
歴
史
学
や
文
学
を
現
代

社
会
に
生
か
す
こ
と
は
こ
の
翻
訳
の
作
業
に
似
て
い
る
。
社
会
の
経
験

を
知
る
歴
史
学
、
社
会
に
生
き
る
個
人
の
経
験
を
知
る
文
学
を
、
そ
の
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ま
ま
現
代
社
会
や
現
代
社
会
に
生
き
る
個
人
に
直
訳
し
よ
う
と
す
る
か

ら
、
価
値
が
見
出
せ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
。
何
が

生
か
せ
て
何
が
生
か
せ
な
い
か
知
る
た
め
に
、
歴
史
学
や
文
学
を
詳
ら

か
に
見
る
の
と
同
時
に
、
現
代
社
会
や
現
代
の
個
人
を
詳
ら
か
に
見
る

必
要
が
あ
る
。
人
文
学
は
人
を
見
、
社
会
を
見
る
学
問
で
あ
り
、
そ
う

で
あ
り
続
け
る
意
識
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
社
会
と
現
代

の
個
人
を
深
く
理
解
し
よ
う
と
い
う
努
力
抜
き
に
、
安
易
に
適
用
し
て

は
い
け
な
い
の
は
、
何
も
人
文
学
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。「
い
か
に

長
く
生
き
る
か
で
は
な
く
い
か
に
よ
く
生
き
る
か
」
を
考
え
る
こ
と
は

学
問
に
携
わ
る
人
間
に
必
要
な
態
度
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

が
私
に
と
っ
て
は
、
17
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
21
世
紀
日
本
と
を
結
ぶ
「
情

報
を
用
い
、
判
断
す
る
人
間
に
と
っ
て
よ
く
生
き
る
と
は
何
か
」
を
考

え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

私
も
一
研
究
者
と
し
て
、そ
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
一
社
会
人
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
17
世
紀
を
題
材
に
し
た
自
分
の
研
究
に
常
に
21
世
紀
と
い
う

補
助
線
を
引
こ
う
と
す
る
気
概
を
持
ち
続
け
た
い
。
そ
し
て
可
能
な
ら

ば
、
今
後
の
情
報
分
野
に
お
け
る
日
本
の
国
力
に
大
き
く
影
響
す
る
だ

ろ
う
「
教
育
」
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
野
心
を
抱
く
、
若

者
の
一
人
で
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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補
足
資
料

①
高
校
一
年
「
必
修
世
界
史
」
授
業
計
画

過
程
時
間

教
師
の
活
動

生
徒
の
学
習
活
動

指
導
・
支
援
上

の
留
意
点

導入

5 分
　

本
日
の
学
習
で
は
商
業
圏
の
発
達
と
演
習
問
題
の
解
説
を
用
い
た
十
字
軍
に
よ
る
中
世
世
界

の
変
化
に
つ
い
て
の
総
復
習
を
行
う
こ
と
を
確
認
す
る

教
科
書
・
資
料

集
を
用
い
る
こ

と
を
伝
え
る

展開①

3 分
【
商
業
圏
の
発
達
】

・
地
中
海
商
業
圏
（
11
世
紀
）

《
形
成
》

　

十
字
軍
運
動
に
刺
激
さ
れ
、
十
字
軍
の
出
発
地
と
な
っ
た
北
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
商

人
な
ど
に
よ
る
東
方
貿
易
（
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
）
が
盛
ん
に
な
る
。

《
商
品
》

　

地
中
海
東
岸
の
レ
ヴ
ァ
ン
ト
地
方
か
ら
ア
ジ
ア
原
産
の
香
料
や
織
物
を
輸
入
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
東
方
へ
は
、
初
め
の
頃
は
ス
ラ
ヴ
人
な
ど
を
奴
隷

と
し
て
売
り
さ
ば
い
て
い
た
が
、
後
に
は
イ
タ
リ
ア
産
の
羊
毛
製
品
を
輸
出
し
た
。
ま
た
12
世

紀
後
半
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
や
北
フ
ラ
ン
ス
産
の
羊
毛
製
品
が
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
大
市
を

経
て
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
商
人
に
渡
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
東
方
に
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

プ
リ
ン
ト
に
記
入
さ
せ
る

　

資
料
集P.144　

商
業

圏
の
発
達
を
同
時
に
閲
覧

さ
せ
る

　

形
成
の
み
板
書
し
、
扱

わ
れ
た
商
品
に
つ
い
て
は

プ
リ
ン
ト
の
記
載
と
資
料

集
で
確
認
さ
せ
る

5 分

・
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
業
圏
（
11
世
紀
）

《
形
成
》

　

地
中
海
商
業
圏
に
次
い
で
盛
ん
に
な
っ
た
。
12
世
紀
に
は
、
ド
イ
ツ
人
の
エ
ル
ベ
川
以
東
へ

の
東
方
植
民
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ザ
同
盟
諸
都
市
の
商
人
が
バ
ル
ト

海
に
進
出
し
て
、
バ
ル
ト
海
貿
易
が
盛
ん
に
な
っ
た
。

《
商
品
》

　

ハ
ン
ザ
同
盟
の
商
人
は
バ
ル
ト
海
の
ニ
シ
ン
な
ど
の
海
産
物
、
内
陸
の
穀
物
、
材
木
や
毛
皮

な
ど
を
仕
入
れ
て
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
、
フ
ラ
ン
ド
ル
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
な
ど
に
も
た
ら
し
、

毛
織
物
な
ど
の
製
品
と
交
易
し
た
。
ま
た
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
商
品
は
内
陸
の
交
易
路
を
通
り
、

シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
や
北
イ
タ
リ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
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展開①

5 分

・
内
陸
商
業
圏

《
形
成
》

　

南
北
商
業
圏
の
接
触
地
と
し
て
の
役
割

　

シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方

　

フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
の
東
部
に
位
置
す
る
地
方
。
北
方
の
北
海
商
業
圏
と
南
の
地
中
海
商
業
圏

を
結
ぶ
遠
隔
地
貿
易
の
商
業
ル
ー
ト
に
位
置
し
、
12
～
13
世
紀
に
「
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
の
大
市
」

と
い
わ
れ
る
定
期
市
が
開
か
れ
て
繁
栄
し
た
。
中
心
地
は
ラ
ン
ス
。
６
つ
の
町
で
そ
れ
ぞ
れ
７

週
間
ず
つ
、
毎
年
定
期
市
が
開
か
れ
、
フ
ラ
ン
ド
ル
の
毛
織
物
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ド
ウ
酒
、
イ

タ
リ
ア
の
絹
織
物
、
ド
イ
ツ
の
亜
麻
布
、
東
方
か
ら
の
香
辛
料
な
ど
が
取
り
引
き
さ
れ
た
。

●
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
の
大
市

　

シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
は
、
ソ
ー
ヌ
・
ロ
ア
ー
ル
な
ど
の
河
川
が
集
ま
る
内
陸
交
通
の
要
地
。

こ
の
地
方
の
4
つ
の
都
市
で
定
期
的
な
大
市
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
元
の
商
人
や
外
国

の
商
人
が
多
数
往
来
し
年
6
回
、
そ
れ
ぞ
れ
6
～
7
週
間
ず
つ
開
催
さ
れ
、
ほ
ぼ
一
年
中
に
ぎ

わ
っ
て
い
た
。「
織
物
の
市
」、「
皮
の
市
」、「
秤
の
市
」
の
順
序
で
取
引
さ
れ
、「
秤
の
市
」
と

は
目
方
や
量
で
売
り
買
い
さ
れ
る
商
品
の
市
の
こ
と
で
、
香
料
・
染
料
・
塩
・
砂
糖
・
果
物
・

油
脂
類
・
金
属
・
木
材
な
ど
多
種
多
様
な
商
品
が
扱
わ
れ
た
。

●
南
ド
イ
ツ
銀
山
と
フ
ッ
ガ
ー
家

　

１
５
世
紀
、
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
で
繁
栄
し
た
豪
商
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
香
料
や

木
綿
、
麻
織
物
な
ど
の
交
易
で
財
を
築
き
、
近
く
の
チ
ロ
ル
銀
山
の
経
営
権
を
独
占
し
て
銀
を

保
有
、
さ
ら
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
ど
の
銅
山
の
経
営
も
行
っ
た
。
そ
れ
ら
の
資
金
を
基
に
金
融
業

に
の
り
だ
し
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
や
ス
ペ
イ
ン
王
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
な
ど
に
も
多
大
な
融
資
を

行
っ
た
。
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展開②

10 分
【
演
習
問
題
の
解
説
と
十
字
軍
の
影
響
の
総
復
習
（
都
市
の
形
成
を
含
む
）】

・
演
習
問
題
の
解
説

　

要
点
の
み
を
書
き
だ
し
（
配
布
プ
リ
ン
ト
②
構
成
）
配
点
の
状
況
を
説
明
す
る
（
傍
線
が
な

い
→
1
点
減
点
、
単
語
に
対
す
る
説
明
が
少
な
い
→
1
点
減
点
）

10 分

・
演
習
問
題
を
踏
ま
え
た
総
復
習

　

十
字
軍
の
影
響
の
総
復
習
（
祈
る
人
・
戦
う
人
・
働
く
人
か
ら
祈
る
人
・
戦
う
人
・
商
う
人
・

働
く
人
へ
の
変
化
や
各
集
団
同
士
の
影
響
関
係
の
整
理
）

　

※
封
建
制
の
崩
壊
に
つ
な
げ
る
意
図

総括

7 分
【
十
字
軍
の
教
科
書
記
述
に
見
え
る
、
教
科
書
の
視
点
の
偏
り
】

　

●
●
社
の
教
科
書
記
述
を
参
照
さ
せ
、
教
科
書
記
述
の
み
だ
っ
た
場
合
と
、
プ
リ
ン
ト
の
聖

書
へ
の
言
及
・
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
見
た
十
字
軍
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
場
合
の
イ
メ
ー
ジ
の
違
い

を
認
識
さ
せ
、
教
科
書
が
必
ず
し
も
現
象
に
か
か
わ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
人
に
平
等
な
立
場
を
と
っ

て
い
な
い
、
往
々
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
そ
の
う
え
で
重
要

な
の
は
平
等
だ
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
へ
の
懐
疑
の
姿
勢
だ
と
し
、
当
た
り

前
を
疑
う
姿
勢
が
学
問
の
始
ま
り
で
あ
り
、
当
た
り
前
を
疑
う
姿
勢
が
よ
り
よ
い
社
会
を
目
指

す
人
間
の
根
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。

　

教
科
書
・
プ
リ
ン
ト
・

資
料
集
の
三
者
を
見
比
べ

さ
せ
る
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１　

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
教
育
課
程
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

（https://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/shotou/new

-cs/index.htm

）

２　

毎
日
新
聞
「
論
点 

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
Ａ
Ｉ
」 

（2018/2/23, （https://m
ainichi.jp/articles/20180223/ddm

/004/070/ 
014000c

）

３　

毎
日
新
聞
「
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
脅
威　

台
湾
総
統
選
め
ぐ
り
「
中
国
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

偽
情
報
？
」
の
警
戒
感
」 

（2019/5/4, https://m
ainichi.jp/prem

ier/business/articles/20190425/
biz/00m

/020/020000c

） 

日
本
経
済
新
聞
「
台
湾
総
統
選
「
中
国
選
挙
介
入
」
巡
り
論
戦　

テ
レ
ビ
討
論
会
」 

（2019/12/29, https://w
w

w
.nikkei.com

/article/D
GX

M
ZO

53986070Z21 
C19A

2FF8000/

）

４　
「
追
跡
！
ネ
ッ
ト
通
販 

や
ら
せ
レ
ビ
ュ
ー
」（https://w

w
w

.nhk.or.jp/gendai/
articles/4335/

）

５　
「
真
実
ら
し
さ
は
、
た
い
て
い
『
人
は
』（
不
定
代
名
詞
の on

）
で
表
さ
れ
る
。

真
実
ら
し
さ
は
『
個
人
の
信
条
を
全
体
の
同
意
の
中
に
潜
り
込
ま
せ
る
』」（
ク
リ

ス
チ
ア
ン
・
ジ
ュ
オ
ー
『
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド : 

言
葉
の
フ
ロ
ン
ド
』 

嶋
中
博
章
、
野

呂
康
訳
、
水
声
社
、2012, p.120.

）

６　

« Le critère de base définissant la m
azarinade, ce n

’est donc pas 
la référence à M

azarin, c

’est un rapport étroit avec les troubles : 
on peut considérer com

m
e m

azarinade toute publication de nature 
politique liée à la Fronde et parue entre l

’arrêt d

’union des cours 
souveraines du 13 m

ai 1648 et la paix publiée à Bordeaux le 31 juillet 
1653. C

’est en som
m

e la presse politique du tem
ps inséparable de 

ces guerres civiles. »

（D
ictionnaire des lettres françaises. Le X

V
IIe 

siècle, in Le livre de poche ; . E
ncyclopédies d

’aujourd

’hui, Paris, 
Fayard et Librairie Générale Française, 1996, p.828.

） 

マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
国
際
共
同
研
究
サ
イ
トR

echerches internatuinals sur les 
M

azarinade 

で
は
こ
の
他
に
も
複
数
の
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
が
レ
枢
機
卿
の
も
の
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
レ
枢
機
卿
研
究
者
か
ら
そ
の
帰
属
に
疑
問
が

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
（Œ

uvres 
/ cardinal de R

etz ; édition établie par M
arie-T

hérèse H
ipp et M

ichel 

Pernot, Bibliothèque de la Pléiade, 53, Paris, Gallim
ard, 1984.

）
に
パ
ン

フ
レ
（« Pam

phlets »

）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
中
で
、
１
６
４
８
年
か
ら

１
６
５
３
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
を「
レ
枢
機
卿
の
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド
」と
し
て
扱
っ

て
い
る
。

７　

Retz, D
éfense de l

’ancienne et légitim
e Fronde, M

ém
oires, éd.cit., p.53-

54.

８　

Retz, Le Solitaire aux deux désintéressés, M
ém

oires, éd.cit., p.57-58.

９　

ネ
ッ
ト
掲
示
板
や
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
は
、
匿
名
の
個
人
の
意
見
が
一
般
化

さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
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参
考
資
料

◦
参
考
・
引
用
文
献

フ
ラ
ン
ス
語
文
献

D
ictionnaire des lettres françaises. Le X

V
IIe siècle, in Le livre de poche 

; . E
ncyclopédies d

’aujourd

’hui, Paris, Fayard et Librairie Générale 
Française, 1996, p.828

Œ
uvres / cardinal de R

etz ; édition établie par M
arie-T

hérèse H
ipp et 

M
ichel Pernot, Bibliothèque de la Pléiade, 53, Paris, Gallim

ard, 1984.

日
本
語
文
献

ク
リ
ス
チ
ア
ン
・
ジ
ュ
オ
ー
『
マ
ザ
リ
ナ
ー
ド : 

言
葉
の
フ
ロ
ン
ド
』 

嶋
中
博
章
、 

野
呂
康
訳
、
水
声
社
、
２
０
１
２
．

◦
HP
等
ウ
ェ
ブ
資
料

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
教
育
課
程
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/shotou/new

-cs/index.htm

）

毎
日
新
聞
「
論
点 

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
Ａ
Ｉ
」

（2018/2/23, 

（https://m
ainichi.jp/articles/20180223/ddm

/004/070/ 
014000c

）

毎
日
新
聞
「
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
脅
威　

台
湾
総
統
選
め
ぐ
り
「
中
国
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
偽
情

報
？
」
の
警
戒
感
」

（2019/5/4, https://m
ainichi.jp/prem

ier/business/articles/20190425/
biz/00m

/020/020000c

）

日
本
経
済
新
聞
「
台
湾
総
統
選
「
中
国
選
挙
介
入
」
巡
り
論
戦　

テ
レ
ビ
討
論
会
」

（2019/12/29, https://w
w

w
.nikkei.com

/article/
D

GX
M

ZO
53986070Z21C19A

2FF8000/

）

【
国
語
編
】
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
解
説

（https://w
w

w
.m

ext.go.jp/content/1407073_02_1_2.pdf

）

「
追
跡
！
ネ
ッ
ト
通
販 

や
ら
せ
レ
ビ
ュ
ー
」

　
　
（https://w

w
w

.nhk.or.jp/gendai/articles/4335/

）


