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近
現
代
の
東
ア
ジ
ア
で
は
、
し
ば
し
ば
小
中
学
校
・
高
校
の
教
科
書

あ
る
い
は
教
育
内
容
が
外
交
問
題
や
社
会
的
緊
張
の
火
種
と
な
っ
て
き

た
。
そ
れ
は
「
歴
史
認
識
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
領
域
の
問
題
に
と
ど

ま
ら
ず
、
教
育
を
通
じ
て
い
か
な
る
「
国
民
」
を
形
成
し
て
い
く
か
と

い
う
深
刻
な
政
治
的
含
意
を
は
ら
む
問
題
の
表
出
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
今
日
の
台
湾
、香
港
の
状
況
を
一
瞥
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
に
挑
ん
だ
意
欲
的

な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、「﹁
中
国
﹂
を
め
ぐ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
代
表
者
で
あ
り
、
本
書
の
編
者
の
一
人
で
も
あ
る

阿
古
智
子
に
よ
れ
ば
、
非
民
主
主
義
国
家
は
市

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
民
教
育
の
研
究
対

象
に
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
中
で
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
各
国
間
で
市
民
教
育
に
関
す
る
多
く
の

複
数
の
“
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
ネ
ス
”
を
生
み
出
す

　

公
民
教
育
の
変
遷
と
現
在
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共
通
課
題
が
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、「
中
国
と
中
国
に
関
わ
る
人
々
が
、

国
家
を
含
め
、
様
々
な
共
同
体
に
お
い
て
自
ら
の
帰
属
を
ど
の
よ
う
に

意
識
し
て
い
る
か
」
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
中
国
・

台
湾
・
香
港
の
多
様
性
を
反
映
し
た
研
究
者
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
た

こ
と
が
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
本
書
で
も
そ
の
成

果
は
十
分
反
映
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
阿
古
に
よ
る
総
論
的
論
考
を

含
む
第
一
部
「
歴
史
と
現
在
の
な
か
の
中
国
教
育
」
の
六
つ
の
章
と
、

第
二
部
「
周
辺
諸
国
・
諸
地
域
と
﹁
中
国
﹂
の
相
互
影
響
：
教
育
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
四
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
ほ
ぼ
独
立
し
た
論
文
と
み
な
す
こ
と
が
で
る
。

　

第
一
部
で
は
、
公
民
を
中
心
と
す
る
教
科
教
育
に
焦
点
を
絞
っ

た
三
編
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
大
澤
肇
論
文
は
、

一
九
二
〇
年
代
か
ら
共
和
国
初
期
ま
で
の
中
国
の
小
学
校
に
お
け
る
公

阿
古
智
子
・
大
澤
肇
・
王
雪
萍
編

変
容
す
る
中
華
世
界
の

　

教
育
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ　
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民
教
育
の
系
譜
を
扱
っ
て
い
る
。
公
民
科
は
米
国
の
教
育
制
度
の
影
響

受
け
た
一
九
二
二
年
の
「
壬
戌
学
制
」
に
お
い
て
修
身
科
に
代
わ
っ
て

初
め
て
導
入
さ
れ
た
。
大
澤
論
文
は
、
そ
れ
以
降
の
国
家
主
義
派
か
ら

の
批
判
に
始
ま
る
公
民
教
育
の
や
や
複
雑
な
転
変
を
辿
り
、
各
時
期
の

代
表
的
な
教
科
書
の
内
容
を
〈
自
由
・
秩
序
・
公
民
〉〈
対
外
認
識
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
〉〈
身
体
・
衛
生
〉
と
い
う
社
会
形
成
に
関
わ
る
三

つ
の
概
念
に
即
し
て
整
理
し
た
。
そ
し
て
、
導
入
当
初
、「
市
民
」
形

成
を
め
ざ
し
て
語
ら
れ
始
め
た
「
近
代
的
価
値
観
」
が
、
南
京
国
民
政

府
の
成
立
以
降
は
、「﹁
市
民
﹂
の
形
成
と
い
う
よ
り
は
、
政
権
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
宣
揚
す
る
方
向
に
変
容
」
し
、
公
民
教
育
が
「
中
国
化
」

し
て
し
ま
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

続
く
王
雪
萍
論
文
は
、
改
革
開
放
後
の
小
学
校
教
育
改
革
の
目
玉
と

し
て
、
従
来
の
地
理
・
歴
史
を
統
合
す
る
形
で
新
設
さ
れ
た
「
社
会

科
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
社
会
科
は
生
活
に
必
要
な
身
近
な
常
識
や

法
律
知
識
の
習
得
と
合
わ
せ
て「
責
任
感
の
強
い
社
会
人
を
育
成
す
る
」

こ
と
を
め
ざ
し
、
と
く
に
、「
教
学
大
綱
初
審
稿
」（
一
九
八
八
年
）
で

は
「
中
華
を
振
興
す
る
気
持
ち
を
持
た
せ
る
」
な
ど
と
並
ん
で
「
初
歩

的
な
民
主
的
意
識
を
持
た
せ
る
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
著
者
は
こ
れ

を
当
時
の
政
治
改
革
の
理
念
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み

る
。
と
こ
ろ
が
、天
安
門
事
件
後
に
「
初
審
稿
」
は
見
直
し
を
迫
ら
れ
、

一
九
九
二
年
の
「
教
学
大
綱
」
で
は
、
こ
の
箇
所
は
消
え
て
、「
集
団

主
義
の
観
念
と
社
会
へ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
初
歩
的
に
育
成
す
る
」
と

い
う
内
容
が
追
加
さ
れ
た
。
著
者
は
、社
会
科
の
新
設
は
も
と
も
と「
中

国
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
向
け
て
行
わ
れ
た
教
育
改
革
」
だ
っ
た
が
、
結

局
こ
の
改
革
は
挫
折
し
、「
歴
史
重
視
、
共
産
主
義
思
想
教
育
重
視
の

学
校
教
育
」
へ
と
「
逆
行
」
し
た
と
断
じ
て
い
る
。

　

大
澤
・
王
両
論
文
に
従
え
ば
、「
近
代
的
価
値
観
」
を
育
む
べ
き
公

民
教
育
の
理
念
は
、
民
国
期
に
も
改
革
開
放
期
に
も
「
愛
国
主
義
教

育
」「
国
情
教
育
」
に
よ
っ
て
捻
じ
曲
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
改
革
開
放
期
の
中
学
校
・
高
校
の
国
語
・
歴
史
・
政
治
の

三
教
科
の
教
科
書
を
取
り
上
げ
て
「﹁
中
国
﹂
自
画
像
の
変
容
」
を
考

察
し
た
武
小
燕
論
文
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
武

論
文
は
、
各
教
科
の
教
科
書
の
内
容
を
一
〇
年
ご
と
の
時
期
区
分
に
よ

り
定
量
的
に
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
で
生
徒
に
求
め
る
精
神
的
要

求
の
傾
向
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
国
語
教
科
書
で
は
、

八
〇
年
代
に
は
「
社
会
主
義
者
の
気
質
」
が
求
め
ら
れ
た
が
、
九
〇
年

代
に
は
「
個
人
や
科
学
を
重
ん
じ
る
近
代
社
会
の
側
面
」
が
強
ま
り
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
は
「
文
学
的
素
養
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
」
が

求
め
ら
れ
、「
国
語
教
育
の
政
治
性
が
い
っ
そ
う
薄
れ
て
文
化
中
国
の

自
画
像
が
前
面
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」。
歴
史
、
政
治
に
つ
い

て
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
、
改
革
開
放
期
の
教
育
の
「
変
化

の
方
向
性
は
一
時
を
除
い
て
一
定
し
て
」
お
り
、「
脱
社
会
主
義
イ
デ
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オ
ロ
ギ
ー
、
脱
政
治
的
教
化
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
文
明
発
展

の
視
点
で
教
育
内
容
が
再
構
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
」と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　

教
科
書
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
に
着
目
し
た
大
澤
・
王
に
対
し
て
、

武
は
教
科
ご
と
の
教
育
的
機
能
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
相
違

を
生
み
出
す
一
因
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
中
国
の
教
育
上
の

変
化
は
政
府
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
で
推
進
さ
れ
た
と
考
え
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
武
の
指
摘
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

面
で
の
「
中
国
化
」
と
、
武
が
見
出
し
た
「
教
育
の
変
化
の
方
向
性
」

と
が
ど
の
よ
う
に
交
わ
る
の
か
、
執
筆
者
た
ち
の
間
で
展
開
さ
れ
た
は

ず
の
議
論
を
聞
い
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
第
一
部
に
は
、
寧
夏
の
回
族
青
年
女
子
の
た
め
の
イ
ス

ラ
ー
ム
女
子
学
校
（「
女
学
」）
を
扱
っ
た
新
保
敦
子
の
論
文
と
、一
人
っ

子
政
策
の
展
開
が
教
育
の
面
に
も
た
ら
し
た
諸
問
題
を
扱
っ
た
于
小
薇

の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
新
保
論
文
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

も
と
づ
き
、
女
学
で
の
宗
教
教
育
と
ア
ラ
ビ
ア
語
学
習
が
、
回
族
の
若

い
女
性
に
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
か
ら
の
商
人
が
集
ま
る
浙
江
省
義
烏
の
巨
大

卸
売
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
の
通
訳
と
い
う
職
業
機
会
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が

彼
女
た
ち
に
留
学
を
含
む
新
し
い
生
き
方
の
可
能
性
を
生
ん
で
い
る
状

況
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
方
、
于
論
文
は
、
学
校
教
育
の
単
線
化

の
結
果
、
そ
こ
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
場
合
に
キ
ャ
リ
ア
形
成
が

困
難
に
な
る
と
し
、
基
礎
教
育
の
学
校
体
系
の
多
様
化
、
就
学
前
教
育

の
拡
充
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
を
紹
介
し
て
い
る
。
両
論
文
と
も

若
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
お
け
る
学
校
の
役
割
に
着
目
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
学
校
を
出
た
後
の
彼
ら
／
彼
女
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
気
に
な
っ
た
。

　

第
二
部
で
は
、
ま
ず
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヴ
ィ
ッ
カ
ー
ズ
論
文
が
、
台
湾

と
香
港
の
住
民
が
そ
れ
ぞ
れ
「
中
国
人
で
あ
る
こ
と
」
を
ど
の
よ
う
に

意
識
し
て
き
た
か
を
歴
史
的
に
概
観
し
た
う
え
、
最
近
の
意
識
調
査
結

果
を
も
と
に
現
状
を
分
析
し
て
い
る
。
両
地
と
も
、
大
陸
と
の
経
済
統

合
と
と
も
に
目
立
っ
て
き
た
格
差
の
拡
大
や
居
住
環
境
の
悪
化
な
ど
の

現
象
が
、
大
陸
に
対
す
る
疎
遠
な
感
情
を
生
み
出
す
こ
と
を
指
摘
し
、

「
香
港
と
台
湾
に
お
け
る
反
大
陸
人
感
情
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
反

移
民
感
情
や
、
都
市
部
の
中
国
人
が
地
方
か
ら
の
移
民
に
同
等
の
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
与
え
る
こ
と
へ
の
抵
抗
に
類
似
し
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
の
は
大
変
に
興
味
深
い
。　

　

山
﨑
直
也
論
文
は
、
馬
英
九
政
権
の
教
育
政
策
が
、
中
華
民
国
を
想

定
し
た
「
象
徴
と
し
て
の
﹁
中
国
﹂」
と
「
実
体
と
し
て
の
中
華
人
民

共
和
国
」
と
い
う
二
つ
の
「
中
国
」
の
間
で
「
位
置
取
り
に
腐
心
」
し

た
有
様
を
描
き
出
す
。馬
政
権
は
国
語
と
中
国
史
の
科
目
で
前
者
の「
中

国
」
の
復
権
を
試
み
た
が
、
高
校
生
の
教
育
部
突
入
な
ど
前
代
未
聞
の

事
態
も
発
生
し
、
こ
の
「
時
計
の
針
を
逆
行
さ
せ
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
」

は
挫
折
し
た
。
し
か
し
、
少
子
化
と
学
校
数
の
過
剰
に
悩
む
台
湾
の
大
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学
の
「
国
際
化
」
を
「
両
岸
関
係
の
深
化
」
と
結
び
つ
け
、
大
陸
か
ら

の
「
境
外
学
生
」
の
受
入
れ
を
積
極
的
に
推
進
し
た
こ
と
が
、「
教
育

分
野
の
対
中
依
存
」
の
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ

の
事
態
が
台
湾
社
会
に
も
た
ら
す
影
響
お
よ
び
蔡
英
文
政
権
の
こ
れ
へ

の
対
応
に
つ
い
て
、
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
を
期
待
し
た
い
。　

　

香
港
の
公
民
教
育
を
扱
っ
た
中
井
智
香
子
論
文
は
、
近
年
台
頭
し
て

き
た
「
本
土
派
」
の
教
育
的
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
論
文
で

あ
る
。
本
土
派
の
若
者
た
ち
は
「
一
国
二
制
度
世
代
」
と
呼
ぶ
べ
き
世

代
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
な
ぜ
独
立
志
向
を
抱
く
に
い
た
っ
た
の
か
。
中

井
は
、
天
安
門
事
件
以
後
に
香
港
政
庁
側
が
中
英
共
同
声
明
の
枠
内
で

最
大
限
の
民
主
化
を
意
図
し
、
返
還
直
前
に
は
公
民
教
育
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
改
訂
し
て
「
批
判
的
思
考
力
の
育
成
を
全
面
的
に
打
ち
出
し
た
」

こ
と
、
そ
し
て
こ
の
改
革
の
流
れ
が
、
二
〇
〇
九
年
に
必
修
受
験
科
目

に
格
上
げ
さ
れ
た
「
通
識
教
育
科
」
へ
と
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
他
方
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
教
育
は
、

董
建
華
時
代
か
ら
曽
蔭
権
時
代
に
か
け
て
「
公
民
教
育
」
に
国
情
教
育

を
盛
り
込
む
改
訂
が
行
わ
れ
、
名
称
も
二
〇
一
二
年
に
は
「
徳
育
と
国

民
教
育
」
に
改
め
て
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
中
高
校
生
グ
ル
ー
プ
や

そ
の
保
護
者
、
教
員
団
体
の
激
し
い
反
対
を
浴
び
て
、
撤
回
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
本
土
派
の
若
者
と
は
、
香
港
政
庁

の
隠
さ
れ
た
意
図
が
二
〇
年
後
に
み
ご
と
に
具
現
化
し
た
も
の
だ
と

言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
単
純
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。　

　

最
後
の
ア
ナ
・
コ
ス
タ
論
文
は
、
日
中
関
係
の
諸
問
題
と
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
関
係
を
論

じ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
論
点
の
中
で
と
く
に
示
唆
的
な
の
は
、
政

府
の
外
交
政
策
が
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
完
全
に
迎
合
し
て
決
定
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さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
政
府
が
民
族
主
義
的
レ
ト
リ
ッ
ク

を
政
策
実
現
の
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

ろ
う
。
著
者
は
「
日
本
と
中
国
に
と
っ
て
尖
閣
諸
島
の
紛
争
は
、
愛
国

心
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強
化
の
た
め
の
触
媒
」
に

な
っ
て
お
り
、「
日
本
と
中
国
に
と
っ
て
非
常
に
有
用
で
あ
り
、
存
在

し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、遅
か
れ
早
か
れ
つ
く
り
だ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
。

　

本
書
の
中
核
は
、
中
国
、
台
湾
、
香
港
に
お
け
る
公
民
教
育
を
中
心

と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
を
め
ぐ
る
教
育

政
策
の
展
開
を
扱
っ
た
諸
章
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
比
較
し
て
読
め

ば
、
融
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
複
数
の
「
政
治
的
、
民
族
的
、
文
化
的

チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
ネ
ス
」（
ヴ
ィ
ッ
カ
ー
ズ
）
育
成
の
意
図
が
交
錯
・
衝
突
し
、

そ
こ
か
ら
「
本
土
性
」
に
も
と
づ
く
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形

成
さ
れ
つ
つ
あ
る
―
―
そ
の
よ
う
な
全
体
像
も
思
い
描
く
こ
と
が
で
き

そ
う
だ
。
本
書
は
今
後
こ
の
分
野
の
研
究
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
貴
重

な
里
程
標
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
も
大
き
い
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
二
点
だ
け
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、

集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
扱
う
に
は
、
そ
の
担
い
手
の
側

の
検
討
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
が
、
大
澤
肇
が
率
直
に
認
め
て
い
る
よ
う

に
、
本
書
は
全
体
と
し
て
教
科
書
を
含
む
教
育
制
度
に
つ
い
て
の
分
析

を
主
と
し
て
お
り
、
教
育
の
受
け
手
の
側
の
視
点
か
ら
の
分
析
が
不
足

し
て
い
る
。
今
日
、
中
国
で
こ
う
し
た
テ
ー
マ
の
現
地
調
査
を
行
う
こ

と
は
難
し
い
と
い
う
事
情
は
よ
く
わ
か
る
。
そ
の
代
替
措
置
と
し
て
、

周
防
正
行
監
督
の
映
画
「
そ
れ
で
も
ボ
ク
は
や
っ
て
い
な
い
」
を
中
国
、

台
湾
、
香
港
、
日
本
の
大
学
生
に
見
せ
て
、
そ
の
反
応
を
分
析
す
る
と

い
う
奇
抜
な
方
法
を
採
用
し
て
、
そ
の
成
果
を
示
す
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も

開
催
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
た
本
が
近
く
刊
行
さ
れ
る
と
聞
く

の
で
、
そ
れ
に
は
大
い
に
期
待
し
た
い
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
当
初
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
現
地
調
査
以
外
の
さ
ら
な
る

ア
プ
ロ
ー
チ
を
案
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
と
関
連
す
る
が
、
第
二
に
、
本
書
で
は
一
部
を
除
き
概
し
て

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
自
体
の
分
析

が
手
薄
な
印
象
を
免
れ
な
い
。
こ
の
分
野
は
従
来
、
歴
史
学
、
政
治
学
、

思
想
史
、
文
学
な
ど
の
領
域
で
言
説
分
析
を
中
心
に
研
究
が
行
わ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
教
育
学
領
域
の
研
究
と
積
極
的
な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
図
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
本
書
は
教
育
学
分
野
か
ら
こ
の

問
題
に
迫
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
読
み
進
め
る
に
つ
れ
、
こ
の
テ
ー
マ

を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
い
く
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
を
め

ぐ
る
よ
り
学
際
的
な
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

感
を
深
く
し
た
。
陣
容
を
整
え
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
研
究
を
進
め
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
。　　
　
　
　
　
（
す
な
や
ま
・
ゆ
き
お　

愛
知
大
学
）


