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本
書
の
対
象
は
多
岐
に
わ
た
る
｡
た
め
に
､
読
者
は
､
本
書
を
近
代
日

本
社
会
調
査

｢事
典
｣
な
い
し

｢
一
覧
表
｣
と
し
て
読
む
誘
惑
に
駆
ら
れ

る
｡
そ
し
て
'
い
-
つ
か
の
重
要
な
調
査
の

｢脱
落
｣
に
気
づ
-
-
｡
だ

が
､
こ
れ
は
本
書
の
読
み
方
と
し
て
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
非
生
産
的
な

部
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
O
本
書
は
､
堅
牢
な
理
論
的
枠
組
を
も
っ
て
編

ま
れ
て
い
る
｡
そ
れ
故
に
､
読
者
の
立
場
に
応
じ
､
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
取

り
方
を
可
能
に
す
る
｡
こ
れ
が
､
本
書
の
真
の
魅
力
で
あ
る
｡
社
会
調
査

の
門
外
漢
で
基
礎
的
な
知
識
を
欠
-
筆
者
が
､
自
己
流
の
解
釈
に
も
拘
わ

ら
ず
､
あ
え
て
書
評
を
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
-
の
も
'
こ
の
点
を
示
し
た

い
が
故
で
あ
る
｡

は
じ
め
に
､
本
書
の
構
成
を
見
て
お
こ
う
｡
た
だ
し
紙
幅
の
関
係
で
､

章
の
題
名
自
体
で
は
な
く
､
対
象
と
な
る
調
査
名
等
を
適
宜
か
か
げ
る
こ

と
に
す
る
｡

Ⅰ

(
1
八
六
八
-
1
九

l
四
年
)

-
序
説
､
2
『民
事
慣
例
類
集
』､
3
農
商
務
系
の
統
計
､
4
教
育

調
査
､
5
『地
震
報
告
』
､
6
松
原
岩
五
郎

(都
市
調
査
)'
7
横
山

源
之
助
の
調
査
､
8
住
宅
調
査
､
9
後
藤
新
平

(植
民
地
調
査
)

Ⅱ

(
1
九

i
五
～
一
九
三

l
年
)

1
-
テ
ラ
シ
I
T
2
学
校
調
査
の
成
立
､
3
『月
島
調
査
』
､
4
国

勢
調
査
､
5
民
衆
余
暇

･
娯
楽
調
査
､
6
住
宅
調
査
､
7
『震
災
調

査
報
告
』､
8
民
家
調
査
'
9
ア
チ

ッ
ク
-

ユ
ー
ゼ

ア
ム

Ⅲ

二

九
三
二
～
一
九
四
五
年
)

-
失
業
調
査
'
2
-
テ
ラ
シ
ー
'
3
衛
生
調
査
､
4
同
潤
会
の
活
動
､

5
住
宅
調
査
'
6

『東
京
市
臨
時
商
業
調
査
』､
7

『
川
崎
市
の
教

育
調
査
』'
8

『石
神
調
査
』､
9
戦
時
下
の
震
災
調
査

以
上
の
他
'
各
巻
末
尾
に

｢付
録
｣
と
し
て

『社
会
雑
誌
』
『社
会
』

･『社
会
学
雑
誌
』
『
日
本
社
会
学
院
年
報
』
『社
会
学
研
究
』
『季
刊
社

会
学
』
『年
報
社
会
学
』
の
雑
誌
記
事
目
録
を
掲
げ
て
い
る
｡

本
書
全
体
の
理
論
的
枠
組
を
構
成
す
る
論
点
を
､
評
者
の
観
点
か
ら
分

類
す
る
と
､
次
の
二
点
に
な
る
｡
第

一
は
､
各
種
調
査
の
背
景
を
な
す
理

論
及
び
技
術
の
､
発
生

･
発
展
に
か
か
る
も
の
､
第
二
は
､
そ
の
理
論

･

技
術
が
､
社
会
な
い
し
国
家
に
よ
っ
て
認
知

･
採
用
さ
れ
る
過
程
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
｡

第

一
の
論
点
を
'
著
者
の
言
葉
を
借
り
て
整
理
し
て
み
よ
う
｡
ま
ず
､

調
査
を
必
要
と
す
る

｢問
題
状
況
｣
の
下
'
調
査
を
志
向
す
る

｢
調
査
主

体
｣
が
形
成
さ
れ
る
｡
調
査
主
体
は
､
と
り
あ
え
ず
手
持
の
方
法

･
理
論

に
依
拠
し
て

｢調
査
実
施
｣
を
す
る
｡
そ
の
結
果
は
､
何
ら
か
の
形
で
概

念
化
さ
せ
る
｡
こ
れ
は
､
理
論
や
調
査
技
術
の
展
開
に
結
び
つ
く
と
同
時
に
､

調
査
主
体
の
視
座

･
問
題
の
あ
り
方
を
展
開
さ
せ
る
｡

つ
ま
り
､
主
体
そ

の
も
の
を
変
化
さ
せ
'
さ
ら
に
調
査
対
象
と
の
関
係
も
変
化
さ
せ
る
｡
変
化
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し
た
主
体
は
､
そ
の
段
階
で
存
在
す
る
問
題
状
況
に
対
応
し
て
'
新
た
に

調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
｡
新
た
な
サ
イ
ク
ル
が
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
構
図
の
中
に
個
々
の
論
文
を
位
置
づ
け
な
が
ら
､
本
書
全
体

を
通
読
す
る
と
'
｢調
査
の
全
体
像
を
見
る
｣
と
い
う
編
者
ら
の
主
張
の

利
点
が
理
解
さ
れ
る
｡
具
休
例
は
省
略
す
る
が
､
調
査
主
体
の
お
か
れ
た

問
題
状
況
と
､
そ
の
主
体
の
対
応

(特
定
の
理
論

･
調
査
技
術
に
基
づ
-

調
査
の
実
施
)
､
こ
の
結
果
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
と
そ
の
利
用
状
況
等
々
､

多
様
な
側
面
か
ら
調
査
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
'
各
時
代
の
断
面
が
鮮
や

か
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
資
料
批
判
は
そ
れ
自
体
､
歴
史
分
析
で

あ
る
｡
本
書
の
方
法
論
的
な
意
義
の
ひ
と

つ
は
'
こ
の
点
を
'
多
-
の
実

例
と
共
に
提
示
し
た
点
に
あ
る
｡

次
に
､
第
二
の
論
点
で
あ
る
｡

社
会
調
査
を
､
｢社
会
的
事
象
を
調
査
主
体
が
把
握
す
る
た
め
の
技
術
｣

と
い
う
観
点
か
ら
見
よ
う
｡
す
る
と
､
直
ち
に
､
①
ど
の
主
体
が
､
②
ど

の
よ
う
な
理
由
で
､
そ
の
特
定
の
技
術
を
採
用
す
る
か
､
③
そ
の
技
術
自

体
を
採
用
し
な
-
と
も
､
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
何
ら
か
の

意
志
決
定
を
下
す
こ
と
が
あ
る
か
､
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
｡

一
般
に
､
理
論
や
技
術
の
提
唱
者
は
､
自
己
の
主
張
の
社
会
的
影
響
力

を
極
力
大
き
-
す
る
た
め
､
社
会
的
に
少
し
で
も
大
き
な
影
響
力
あ
る
主

体
を
説
得
し
､
自
己
の
理
論

･
技
術
を
採
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
｡

こ
の
事
情
は
､
社
会
調
査
と
い
う
理
論

･
技
術
に
も
儲
当
す
る
0
社
会

調
査
の
主
体
は
､
国
家
権
力
と
の
関
わ
り
に
応
じ
て
､
個
人
'
私
的
団
休
'

法
人
等
の
社
会
的
団
体
､
地
方
や
中
央
の
行
政
機
構
の
よ
う
に
､
階
層
性

を
も

っ
て
存
在
す
る
｡
そ
こ
で
､
社
会
調
査
の
理
論

･
技
術
の
提
唱
者
は
'

こ
れ
ら
主
体
の
説
得
に
力
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
｡

そ
こ
で
問
題
は
'
こ
れ
ら
の
主
体
'
特
に
地
方
政
府
や
中
央
政
府
と
､

そ
の
実
際
の
運
営
に
あ
た
る
官
僚
機
構
を
説
得
す
る
条
件
で
あ
る
｡
第

一

に
､
そ
の
時
々
の
問
題
状
況
か
ら
来
る
疑
問
に
解
答
で
き
る
力
を
持

つ
こ

と
は
､
当
然
の
前
提
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
第
二
に
'
そ
の
上
で
､
理
論

･

技
術
の
提
唱
者
は
､
そ
れ
を
採
用
す
る
決
定
権
を
持

つ
人
々
に
､
彼
の
理

論

･
技
術
の
利
点
を
納
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
の
説
得
は
､
選
択
肢

問
の
論
理
的
な
比
較
の
み
に
よ
る
と
は
限
ら
な
い
｡
む
し
ろ
､
技
術
の
提

唱
者
と
決
定
権
者
と
の
人
的
関
係
や
､
こ
れ
を
す
で
に
採
用
し
た
他
の
主

体
と
の
関
係
な
ど
､
理
論
に
と

っ
て

｢外
生
的
｣
な
要
因
に
よ
る
こ
と
が

多
い
｡
ま
た
､
無
名
の
個
人
よ
り
も
､
公
的
肩
書
を
持

つ
個
人
の
､
さ
ら

に
は
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
団
体
の
提
案
の
方
が
､
容
易
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
傾
向
が
あ
る
｡

一
例
を
あ
げ
る
と
､
各
レ
ベ
ル
の
行
政
機
関
は
､
自

ら
が
初
め
て
新
技
術
を
採
用
す
る
に
は
決
ま

っ
て
蹟
曙
し
､
必
ず

｢前
例
｣

を
気
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
観
点
か
ら
本
書
を
読
む
と
き
､
｢制
度
化
｣
等
の
語
の
重
要

な
意
味
に
気
づ
-
｡
社
会
調
査
の
理
論

･
技
術
も
､
何
ら
か
の
人
間
集
団

の
圧
力
を
背
景
に
し
た
と
き
､
社
会
的
影
響
力
あ
る
主
体
に
よ

っ
て
採
用

さ
れ
や
す
い
｡
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
'
研
究
者
の
人
的
結
合
関
係
や
､

政
財
界
の
要
望
､
各
レ
ベ
ル
の
行
政
機
関
に
よ
る
採
用
の
実
績
な
ど
が
利

用
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
ま
た
'
学
会
組
織
も
､
理
論
的
な
研
鎖
の
場
と
い

う
意
味
と
同
時
に
､
こ
う
し
た
圧
力
団
体
と
し
て
の
意
味
を
当
然
､
担

っ

て
い
る
｡
編
者
が
､
本
書
各
巻
の
巻
末
に
雑
誌
記
事
目
録
を
掲
載
し
た
の

は
､
こ
う
し
た
意
味
も
あ
ろ
う
｡
目
録
か
ら
は
､
単
に
理
論
の
展
開
だ
け
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『中世イングランドにおける領主支配と農民』

で
な
-
､
そ
の
理
論
が
提
唱
さ
れ
た
具
体
的
な
場
や
人
的
結
合
関
係
ま
で

窺
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

最
後
に
､
本
書
が
､
あ
る
調
査
の
国
家
機
関
よ
る
採
用

･
不
採
用
と
'

官
僚
に
よ
る
調
査
結
果
の
取
り
込
み
と
は
､
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
と
主

張
す
る
点
に
注
目
し
た
い
｡

あ
る
社
会
調
査
の
実
施
が
､
試
験
的
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
提
案
さ

れ
た
と
し
よ
う
｡
官
僚
機
構
が
､
こ
れ
を
採
用
す
る
な
ら
､
彼
ら
は
明
■示

的
に
､
提
案
者
の
主
張
を
自
己
の
主
張
と
し
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､

提
案
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
で
接
し
､
結
果
的
に
こ
れ
を
却
下
し
て
も
､

官
僚
機
構
は
､
や
は
り
自
己
の
見
解
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
-
日
本
の
官

僚
に
特
徴
的
な
や
り
方
で
｡
こ
う
し
た
否
定
的
な
規
定
の
内
容
は
､
陽
表

的
な
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
う
し
た

自
己
規
定
は
確
か
に
存
在
し
､
現
に
社
会
を
支
配
し
て
い
る
｡
編
者
に
よ

る

｢包
絡
線
｣

の
誓
え
ば
､
数
学
的
素
養
を
欠
-
者
に
は
難
解
だ
が
､
こ

う
し
た
事
情
を
示
す
も
の
と
考
え
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
｡

本
稿
は
､
あ
-
ま
で
も
編
者
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
評
者
流
の
解
釈
で

あ
っ
て
'
編
者
の
意
図
を
､
あ
る
い
は
歪
め
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ

の
点
を
答
め
ら
れ
る
な
ら
ば
'
た
だ
謝
す
る
の
み
｡
だ
が
t.
本
書
は
'
読

者
に
そ
う
し
た

｢遊
び
｣
を
許
し
､
同
時
に
､
自
己
の
姿
を
確
か
め
る
鏡

の
役
割
も
果
た
し
て
-
れ
る
｡
楽
し
い
本
で
あ
る
｡

(慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
､

Ⅰ
､

一
九
八
九
年
月
､
二
七
三
頁
円

Ⅱ
'

一
九
九

1
年
月
､
三
二
六
貢
円

Ⅱ
､

一
九
九
四
年
月
'
三
四
七
五
円
)
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