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選
択
課
題
３　

理
系
、
文
系

現
代
日
本
に
お
け
る「
市
民
」の
あ
り
方

佳作
は
じ
め
に

近
頃
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ

た
。
─
理
系
の
方
が
、
頭
が
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
、高
校
一
年
生
の
冬
に
進
路
選
択
を
し
た
。

私
の
学
校
で
は
、
理
系
ク
ラ
ス
、
文
系
ク
ラ
ス
と

い
っ
た
も
の
は
な
い
が
、
高
校
二
年
生
か
ら
始
ま

る
選
択
授
業
で
履
修
す
る
教
科
を
、
こ
の
時
期
に

選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。
数
学
は
決
し
て
苦
手
な

わ
け
で
は
な
い
し
、
化
学
が
楽
し
い
か
ら
理
系
に

し
よ
う
か
、
小
学
校
の
頃
か
ら
得
意
な
社
会
科
を

活
か
し
て
文
系
に
し
よ
う
か
、
と
い
ろ
い
ろ
悩
み

抜
い
た
結
果
、文
系
の
道
に
進
む
こ
と
を
決
め
た
。

そ
れ
に
準
じ
て
、
小
論
文
や
世
界
史
な
ど
い
わ
ゆ

る
文
系
の
学
部
に
進
学
す
る
上
で
必
要
な
授
業
の

受
講
を
決
め
た
。

そ
し
て
、
高
校
二
年
生
の
春
、
よ
く
友
人
か
ら

─
彼
女
た
ち
が
文
系
理
系
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
─

「
理
系
だ
と
思
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
理
由
を
聞
く
と
返
っ
て
く
る
答
え
は
主

に「
数
学
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
？
」

「
頭
が
良
い
か
ら
」
な
ど
で
あ
る
。
親
戚
か
ら
も
、

「
理
系
に
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
に
」
と
言
わ
れ
た

り
も
し
た
。
褒
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
理
系
の

方
が
頭
が
良
い
と
暗
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
て
、
文
系
の
私
と
し
て
は
な
ん
と
な
く
も
や

も
や
と
す
る
日
々
が
続
い
た
。

こ
の
よ
う
な
理
系
偏
重
の
思
考
は
、
そ
も
そ
も

理
系
、
文
系
で
分
か
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
な

け
れ
ば
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、私
は
文
理
に
分
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
良
さ
も
、

日
々
実
感
し
て
い
る
。理
系
の
科
目
が
減
っ
た
分
、

よ
り
自
分
の
興
味
の
あ
る
分
野
の
学
び
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
ま
だ
文
理

に
分
か
れ
て
い
な
い
高
校
一
年
生
の
頃
は
、
テ
ス

ト
前
に
な
る
と
科
目
数
が
多
い
た
め
に
時
間
が
な

く
、
次
の
日
の
教
科
を
深
く
理
解
せ
ず
に
、
丸
覚

え
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。そ
れ
に
対
し
て
、

文
理
に
分
か
れ
て
か
ら
は
、
一
教
科
あ
た
り
に
か

け
る
こ
と
が
で
き
る
労
力
や
時
間
が
格
段
に
増
え

た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
た
だ
テ
ス
ト
勉
強
に
追

わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
デ
ィ
ー
プ
に
学
習
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
世
界
史
で
古

代
エ
ジ
プ
ト
史
を
習
っ
た
際
に
は
、
博
物
館
に
行

き
実
際
に
エ
ジ
プ
ト
時
代
の
遺
跡
を
見
た
り
、
現

代
文
で
扱
っ
た
作
品
の
著
者
の
他
の
本
を
読
ん
だ

り
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
充
実
し
た
学
問
を
深
め

る
時
間
は
、
文
理
に
分
か
れ
な
け
れ
ば
得
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
理
系
、
文
系
に
分
か
れ
る
シ
ス

テ
ム
に
よ
っ
て
、
弊
害
を
被
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

恩
恵
を
得
る
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
文
理
を

区
別
す
る
こ
と
に
よ
る
長
所
と
短
所
を
整
理
し
た

上
で
、
そ
も
そ
も
人
間
を
理
系
、
文
系
に
分
け
る

必
要
は
あ
る
の
か
、
考
え
て
い
き
た
い
。

第
一
章
教
育
現
場
に
お
け
る
理
系
、文
系
の
現
状

理
系
、
文
系
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
メ



ち
ろ
ん
文
理
を
横
断
す
る
学
問
の
分
野
は
増
え
続

け
て
い
る
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
通
じ
て
い
る

人
材
が
重
宝
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

実
際
、
専
門
分
野
が
過
度
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
、
学
生
に
社
会
を
生
き
抜
く
力
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
教
育
が
不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
と
い

う
問
題
意
識
を
持
ち
始
め
、
理
系
、
文
系
の
枠
に

と
ら
わ
れ
な
い
教
養
教
育
を
行
っ
て
い
る
大
学
が

増
え
て
い
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
専
門
家
が
今
す
ぐ

無
用
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
専
門
知
識
を
持
っ

た
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
は
こ
れ
か
ら
も
こ
れ
ま
で
も

社
会
に
お
い
て
必
要
な
存
在
で
あ
り
、
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
専
門
分
野

に
関
連
し
た
科
目
を
深
く
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
時
と
し
て
様
々
な
教
科
を
広
く
学
ん
で
い
る

と
、
専
門
的
知
識
の
習
得
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て

し
ま
う
。
理
系
、
文
系
に
分
か
れ
る
こ
と
は
、
専

門
家
を
輩
出
す
る
上
で
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
な
の

だ
。

第
二
章
理
系
偏
重
思
想
が
生
ま
れ
た
背
景
と
そ

こ
か
ら
見
え
る
問
題

本
来
、
理
系
、
文
系
の
区
別
を
つ
け
る
の
は
教

育
現
場
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
に
お
い
て

も
文
理
の
枠
に
固
執
す
る
人
は
多
く
、そ
の
結
果
、

く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

文
理
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

は
、
専
門
家
の
育
成
が
し
や
す
い
こ
と
だ
。
私
も

実
感
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
理
の
区
別
を
つ
け
る

こ
と
で
よ
り
深
く
専
門
分
野
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
日
米
貿
易
摩
擦
を
背

景
に
「
科
学
技
術
立
国
」
が
叫
ば
れ
、
一
九
九
〇

年
代
以
降
か
ら
、
科
学
技
術
基
本
計
画
の
下
で
五

カ
年
ず
つ
三
十
兆
円
ほ
ど
が
自
然
科
学
・
技
術
に

投
下
さ
れ
る
体
制
が
確
立
し
た
。
そ
し
て
、
日
本

の
基
礎
科
学
は
何
度
も
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
る
よ
う

な
水
準
に
達
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
既
に
理
系
と

文
系
の
区
別
を
つ
け
る
考
え
方
が
定
着
し
て
お

り
、
専
門
分
野
の
研
究
に
専
念
出
来
た
と
い
う
背

景
が
あ
っ
て
こ
そ
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
理
系
と
文
系
に
分
か
れ
様
々
な

学
問
の
専
門
化
が
進
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特

に
科
学
技
術
は
大
き
く
発
展
し
た
。
そ
の
た
め
私

は
、
理
系
、
文
系
の
枠
組
み
は
、
教
育
の
場
に
お

い
て
と
て
も
有
意
義
で
あ
り
、
今
後
も
文
理
に
分

か
れ
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
大
学
は
専
門
家
育
成
の
役
割
を
担
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
理
系
、
文
系
の

区
別
を
つ
け
ず
に
、
全
員
が
広
く
多
種
多
様
な
分

野
を
勉
強
し
て
い
る
よ
う
で
は
、
現
代
社
会
に
必

要
不
可
欠
な
専
門
家
は
誕
生
し
得
な
い
の
だ
。
も

リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
る
前
に
、
そ
も
そ

も
、
文
理
の
区
別
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
い
つ
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
に
お

い
て
本
格
的
に
文
理
選
択
を
す
る
の
は
、
大
学
受

験
の
と
き
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
日
本
の
大
学
の

歴
史
に
つ
い
て
振
り
返
る
。
日
本
に
西
洋
の
人
文

社
会
科
学
や
自
然
科
学
が
導
入
さ
れ
る
の
は
一
九

世
紀
後
半
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の
東
ア
ジ
ア

に
、
西
洋
の
、
学
者
一
人
一
人
が
一
つ
の
分
野
の

専
門
家
と
な
り
、
他
の
分
野
は
修
め
な
い
と
い
う

文
化
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
様
々
な
分
野
に

細
分
化
さ
れ
た
学
問
に
出
会
っ
た
こ
と
は
、
明
治

時
代
の
日
本
に
と
っ
て
驚
く
べ
き
こ
と
だ
っ
た
。

学
者
達
の
間
で
は
学
問
分
類
に
つ
い
て
、
様
々
な

議
論
が
続
い
た
が
、
や
が
て
学
問
を
文
理
に
分
け

る
と
い
う
考
え
方
が
世
間
に
定
着
し
て
い
く
よ
う

に
な
る
。
一
八
七
二
年
に
は
学
制
が
公
布
さ
れ
、

将
来
作
ら
れ
る
大
学
に
法
・
医
・
数
理
・
理
・
化

学
の
各
学
科
を
設
け
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
、
全
て
の
分
野
を
理
系
、

文
系
の
二
種
類
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中

等
教
育
に
つ
い
て
定
め
た
第
二
次
・
高
等
学
校
令

の
第
八
条
に
は
、「
高
等
学
校
高
等
科
ヲ
分
チ
テ

文
科
及
理
科
ト
ス
」
と
の
文
言
が
入
っ
た
。
こ
れ

以
降
、
大
学
入
学
試
験
の
準
備
段
階
で
、
文
系
志

望
・
理
系
志
望
に
二
分
す
る
方
式
が
定
着
し
て
い



し
、
研
究
職
と
技
術
職
は
理
系
だ
か
ら
こ
そ
就
く

こ
と
が
で
き
る
職
種
だ
。
そ
の
こ
と
が
、
理
系
の

仕
事
を
文
系
が
こ
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い

う
意
見
の
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
年
収
に

関
し
て
は
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
の

調
査
（
注
２
）
を
紹
介
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

男
性
の
場
合
、
文
系
出
身
者
の
所
得
平
均
値
が
約

五
五
六
万
円
、
理
系
出
身
者
は
約
六
〇
一
万
円
と

な
っ
て
お
り
、
理
系
出
身
者
の
方
が
高
い
。
こ
の

結
果
は
、
具
体
的
な
数
値
は
周
知
さ
れ
て
い
な
い

に
し
て
も
、
世
間
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
誰
し
も
一
回
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
耳
に
し
た
こ
と
は

何
度
か
あ
る
し
、
親
戚
か
ら
理
系
進
学
を
勧
め
ら

れ
た
と
き
に
、
理
由
と
し
て
言
わ
れ
た
こ
と
は
社

会
人
に
な
っ
て
か
ら
の
年
収
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

年
収
が
全
て
で
は
な
い
が
、
価
値
判
断
に
お
い
て

お
金
が
重
要
な
も
の
さ
し
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
年
収
、
就
職
は
共
に
人
生
に
お
い
て
重
要
な

要
素
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
理
系
に
進
め
ば
就
職

が
有
利
だ
、
年
収
も
高
い
と
い
う
考
え
は
、
理
系

の
方
が
文
系
よ
り
も
偉
い
、
す
ご
い
、
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
人
々
に
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。

三
つ
目
は
、
科
学
へ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
科

学
技
術
の
発
展
に
よ
り
、人
類
の
生
活
は
便
利
に
、

そ
し
て
豊
か
に
な
っ
て
き
た
。
電
気
や
自
動
車
、

か
る
と
こ
ろ
ま
で
戻
っ
て
学
習
し
な
お
す
必
要
が

あ
る
。
し
か
し
、
学
校
教
育
に
お
い
て
同
じ
こ
と

を
復
習
す
る
機
会
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
の
た
め
、

理
系
の
科
目
は
得
意
不
得
意
の
差
が
広
が
り
や
す

く
、
特
に
数
学
は
気
が
つ
い
た
ら
差
を
取
り
戻
す

の
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
理
系
の
科
目
は
他
の
教
科
に
比
べ
て

「
別
格
」
で
あ
る
の
だ
。
私
の
周
り
で
苦
手
科
目

を
理
由
に
進
路
を
決
め
る
子
の
中
で
は
、
数
学
が

で
き
な
い
か
ら
文
系
、
と
す
る
友
人
が
一
番
多
か

っ
た
。

二
つ
目
は
、
就
職
、
年
収
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。
理
系
の
方
が
就
職
に
有
利
で
あ
る
と
い

う
声
が
世
間
で
は
囁
か
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
示

し
た
調
査
に
お
い
て
自
分
自
身
は
文
系
だ
が
、
子

供
に
は
理
系
に
進
ん
で
欲
し
い
（
注
１
）
と
答
え

た
父
親
の
意
見
も
、「
就
職
に
有
利
だ
と
思
う
か

ら
」「
専
門
性
の
あ
る
資
格
を
と
っ
て
ほ
し
い
か

ら
」「
文
系
の
仕
事
は
理
系
で
も
で
き
る
が
、
逆

は
無
理
だ
か
ら
」な
ど
で
あ
っ
た
。
就
職
に
有
利
、

と
い
う
の
は
個
人
の
感
想
と
い
う
側
面
も
あ
り
、

具
体
的
な
数
値
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は

な
い
が
、そ
の
よ
う
な
意
見
が
出
る
理
由
と
し
て
、

理
系
は
一
般
企
業
に
専
門
知
識
を
活
か
し
て
就
職

し
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
企

業
に
は
総
合
職
と
研
究
職
、
技
術
職
な
ど
が
存
在

偏
見
や
差
別
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
理
系
偏
重

の
傾
向
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
ろ
う
。世
間
で
は
、

「
理
系
脳
の
育
て
方
」「
文
系
頭
の
ま
ま
理
系
に
合

格
す
る
方
法
」
と
い
っ
た
本
が
数
多
く
出
版
さ
れ

て
い
た
り
、
ま
た
、
リ
ク
ル
ー
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス
の
Ｒ
25
編
集
部
と
ア
イ
リ
サ
ー
チ
の
調
査

（
注
１
）
に
よ
る
と
、
未
就
学
児
の
子
ど
も
を
持

つ
二
十
〜
三
十
代
の
父
親
二
〇
〇
人
の
う
ち
、
約

七
四
％
の
人
が
自
分
の
子
供
に
進
ん
で
欲
し
い
大

学
の
専
攻
は
理
系
で
あ
る
、
と
答
え
た
。
文
系
の

端
く
れ
と
し
て
、
世
間
の
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に

腹
立
ち
を
覚
え
て
い
た
が
、
実
は
、
私
も
文
系
よ

り
も
理
系
の
方
に
「
頭
が
良
い
」
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
文
系
理
系
問
わ
ず
、
優

秀
な
人
は
優
秀
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
進
路
選
択
の
際
、
理
系
に
進
ま
な
い
こ

と
に
な
ぜ
か
「
も
っ
た
い
な
さ
」
を
最
後
ま
で
感

じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
価
値
観
を
現

代
日
本
に
生
み
出
し
た
背
景
は
何
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
四
つ
の
要
素
を
理
由
と
し
て
挙
げ
た
い
。

一
つ
目
は
、
理
系
の
科
目
的
特
徴
で
あ
る
。
国

語
や
社
会
は
単
元
ご
と
の
結
び
つ
き
が
比
較
的
強

く
は
な
い
た
め
、
学
び
直
す
こ
と
が
簡
単
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
数
学
や
理
科
は
単
元
同
士
の
関
連

性
が
と
て
も
強
い
教
科
だ
。
理
系
科
目
の
勉
強
に

つ
い
て
い
け
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
き
ち
ん
と
わ



て
国
の
意
図
が
ど
れ
だ
け
の
人
に
正
し
く
伝
わ
っ

た
も
の
な
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
文
科
省
の
意

図
通
り
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
多
く
の
人
々
が

文
系
軽
視
と
し
て
こ
の
通
達
を
捉
え
て
し
ま
っ
た

の
は
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
理
系
偏
重
の
傾
向
の
背
景
を
明
ら
か

に
し
た
が
、
現
代
日
本
に
は
性
別
に
よ
る
文
理
の

差
別
も
存
在
す
る
。
男
女
で
文
理
の
適
性
が
異
な

る
と
考
え
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
。
実
際
日
本

で
は
理
工
系
に
進
む
女
性
と
人
文
科
学
系
に
進
む

男
性
が
少
な
い
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
希
少
性
か
ら

か
二
〇
一
一
年
頃
か
ら
理
系
に
進
学
し
た
女
性
の

こ
と
を
、
特
別
に
「
リ
ケ
ジ
ョ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
。
本
当
に
男
女
で
生
物
的
な
向
き
不
向
き

が
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
は
さ
て
お
き
、
性
別
に

よ
る
差
別
的
思
想
を
持
つ
周
囲
の
人
に
、
進
路
に

つ
い
て
と
や
か
く
い
わ
れ
た
り
、
偏
見
の
目
で
見

ら
れ
て
戸
惑
っ
た
り
す
る
体
験
を
し
た
人
々
が
い

る
と
い
う
こ
と
は
問
題
だ
。
実
際
に
「
私
は
文
学

に
興
味
が
あ
っ
た
が
、
親
に
就
職
を
考
え
れ
ば
法

か
経
済
に
行
け
と
い
わ
れ
た
」（
男
子
学
生
）、「
理

系
に
進
ん
だ
が
、
女
の
子
な
の
に
変
わ
っ
て
い
る

と
い
わ
れ
た
」
と
い
う
体
験
談
が
あ
る
（
注
３
）。

こ
の
よ
う
な
偏
見
に
よ
っ
て
懸
念
さ
れ
る
こ
と

は
、
自
ら
の
可
能
性
を
努
力
も
し
な
い
う
ち
か
ら

摘
み
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
勝
手

て
い
る
研
究
者
た
ち
の
成
果
も
、
科
学
技
術
と
比

べ
た
ら
実
感
す
る
機
会
は
少
な
い
。

最
後
に
、
国
の
方
針
の
影
響
で
あ
る
。
二
〇
一

五
年
に
文
部
科
学
省
は
、「
国
立
大
学
法
人
等
の

組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
の
通

知
を
出
し
た
。
こ
の
通
知
の
中
で
は
、
全
て
の
組

織
を
見
直
し
の
対
象
と
し
つ
つ
、「
特
に
教
員
養

成
系
学
部
・
大
学
院
、
人
文
社
会
科
学
系
学
部
・

大
学
院
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
人
口
の
減
少
や
人

材
需
要
、
教
育
研
究
水
準
の
確
保
、
国
立
大
学
と

し
て
の
役
割
等
を
踏
ま
え
た
組
織
見
直
し
計
画
を

策
定
し
、
組
織
の
廃
止
や
社
会
的
要
請
の
高
い
分

野
へ
の
転
換
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る

こ
と
と
す
る
」
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、

世
間
で
は
、「
人
文
社
会
科
学
系
学
部
・
大
学
院

を
廃
止
し
、社
会
的
要
請
の
高
い
『
自
然
科
学
系
』

分
野
に
転
換
す
べ
き
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
」、

「
文
部
科
学
省
は
人
文
社
会
科
学
系
の
学
問
は
重

要
で
は
な
い
と
し
て
、
す
ぐ
に
役
立
つ
実
学
の
み

を
重
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
」、「
文
部
科
学
省
は
、

国
立
大
学
に
人
文
社
会
科
学
系
の
学
問
は
不
要
と

考
え
て
い
る
」
と
い
っ
た
声
が
上
が
り
、
文
部
科

学
省
に
非
難
の
目
を
向
け
た
。
文
部
科
学
省
は
、

「
人
文
社
会
科
学
系
な
ど
の
特
定
の
学
問
分
野
を

軽
視
し
た
り
、
す
ぐ
に
役
に
立
つ
実
学
の
み
を
重

視
し
た
り
は
し
な
い
」
と
弁
明
し
た
が
、
果
た
し

医
療
技
術
な
ど
、
近
代
社
会
に
お
い
て
今
や
必
要

不
可
欠
と
な
っ
た
発
明
・
技
術
は
数
え
き
れ
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
功
績
は
数
多
く
の
科
学
者
の
努
力

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の

事
実
で
あ
る
。
実
際
に
、
戦
争
が
近
づ
く
と
理
工

系
重
視
の
政
策
が
助
長
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
も
ま
た
、
世
間
の
理
系
と
文
系
に
対
す

る
見
方
の
差
を
生
ん
だ
。
例
え
ば
、
同
じ
「
研
究

者
」
と
い
う
職
業
で
も
、
文
系
の
研
究
者
と
理
系

の
研
究
者
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
異
な
る
。
先
ほ

ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
類
は
科
学
に
よ
る
恩
恵

を
受
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
人
々
は
、
科
学
技

術
を
進
化
さ
せ
て
く
れ
る
理
系
の
研
究
者
を
、
自

分
た
ち
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
一
種
の
恩
人
と
し

て
捉
え
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
研
究
結
果
は
、
直
接

自
分
た
ち
の
生
活
に
よ
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
れ

る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
系
の
研
究
者

へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
研
究

結
果
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
必
要
不
可
欠
の
も
の

で
は
な
い
。
歴
史
や
文
学
な
ど
は
役
に
立
つ
の
か

と
い
う
議
論
が
度
々
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
文
系
研
究
者
の
研
究
に
価
値
を

見
出
し
て
い
る
人
は
少
な
い
。
個
人
的
に
は
、
歴

史
や
文
学
は
人
生
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
と
思
う

の
だ
が
、
生
き
る
上
で
必
要
な
い
と
切
り
捨
て
て

し
ま
う
人
も
い
る
。
政
治
や
経
済
を
テ
ー
マ
に
し



る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
も
が
通
る
教
育
現
場
に

文
理
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

我
々
は
一
人
の
市
民
と
し
て
ど
の
よ
う
な
思
考
回

路
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
人
材
を
目
指
す
べ
き
な

の
か
、
理
系
、
文
系
と
い
う
区
別
を
ど
う
と
ら
え

る
べ
き
な
の
か
、
今
一
度
考
え
る
べ
き
と
き
に
来

て
い
る
。

私
が
考
え
る
一
人
の
市
民
と
し
て
の
理
想
像

は
、
総
合
的
な
視
野
を
持
っ
た
「
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス

ト
」
で
あ
る
。「
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
」
と
は
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
（
専
門
家
）
の
対
義
語
と
し
て
使
わ

れ
る
言
葉
で
、
幅
広
い
分
野
に
つ
い
て
の
知
識
や

技
術
、
経
験
を
持
つ
人
の
こ
と
を
指
す
。

我
々
は
一
人
の
市
民
と
し
て
、
社
会
に
属
し
て

い
る
。
そ
ん
な
私
た
ち
が
住
む
社
会
は
、
と
き
に

公
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
し
、
不
景
気
に

苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
責
任
は
そ
れ

ぞ
れ
の
専
門
家
だ
け
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は

そ
う
は
思
わ
な
い
。
世
の
中
で
起
き
た
こ
と
は
少

な
か
ら
ず
市
民
全
員
が
関
係
の
あ
る
こ
と
で
あ

り
、
全
て
の
事
柄
に
最
終
的
な
判
断
を
下
す
の
は

一
般
市
民
で
あ
る
か
ら
だ
。
特
に
、
現
在
は
Ｓ
Ｎ

Ｓ
の
発
達
に
よ
り
、
市
民
一
人
一
人
が
強
い
力
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
い
く
ら
専
門
家
が
賢
人
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
総
合
的
に
判
断
す
る
市
民
が

無
知
で
あ
っ
た
ら
、
世
界
は
破
滅
す
る
か
も
し
れ

し
て
、
自
分
の
偏
見
に
よ
り
、
後
世
の
誰
か
が
自

身
の
殻
を
小
さ
く
捉
え
て
し
ま
い
…
と
い
う
よ
う

に
負
の
連
鎖
を
辿
る
こ
と
と
な
る
。

理
系
か
文
系
、
ど
ち
ら
か
か
ら
し
か
物
事
を
判

断
で
き
な
い
人
々
の
視
野
の
狭
さ
は
、
偏
見
の
原

因
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
属
す
る
一
人
の

市
民
と
し
て
責
任
を
果
た
せ
な
い
こ
と
に
も
繋
が

る
。
も
し
、
自
分
の
専
門
分
野
以
外
の
こ
と
に
何

も
関
心
が
な
く
、
知
識
が
全
く
な
か
っ
た
ら
ど
う

な
る
だ
ろ
う
か
。
文
系
だ
か
ら
と
い
っ
て
馴
染
み

の
な
い
科
学
っ
ぽ
い
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
、
詐
欺
ま

が
い
の
ニ
セ
科
学
商
品
を
買
っ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
。
理
系
だ
か
ら
と
い
っ
て
世
界
の
歴
史
を

知
ら
ず
、
海
外
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
発
言
を

し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
動

は
お
世
辞
に
も
責
任
感
の
あ
る
も
の
と
は
い
え
な

い
。
ど
ん
な
と
き
に
で
も
理
系
、
文
系
と
い
う
枠

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
、
視
野
が
狭
く
な
り
、
市

民
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
文
理
に
分
か
れ
る

こ
と
自
体
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
理
系
、
文
系

の
枠
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
。
文
理
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
は
専

門
家
育
成
の
上
で
と
て
も
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
で

あ
る
し
、
今
後
も
社
会
に
こ
の
文
化
は
残
り
続
け

な
偏
見
、
例
え
ば
「
成
績
が
良
い
な
ら
理
系
に
進

み
な
さ
い
」「
女
の
子
で
理
系
は
珍
し
い
」「
男
の

子
な
の
に
文
学
部
？
」
と
い
っ
た
も
の
に
自
ら
の

願
望
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
は
な

い
。
ま
た
、
他
人
か
ら
圧
力
を
か
け
ら
れ
る
ば
か

り
で
な
く
、
自
分
の
可
能
性
を
「
自
分
自
身
」
で

狭
め
て
い
る
場
合
も
あ
る
。「
理
系
の
方
が
頭
が

良
い
」「
女
性
は
理
系
に
向
い
て
い
な
い
」
と
い

う
暗
黙
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
社
会
を
通
し
て
人
々
の

意
識
に
す
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
世
間

の
中
で
、
自
分
の
好
き
な
道
に
進
む
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
。見
栄
を
張
っ
て
理
系
に
進
学
し
た
り
、

男
性
で
文
系
は
珍
し
い
か
ら
理
系
の
道
に
進
も
う

と
思
っ
て
し
ま
っ
た
り
と
、
潜
在
的
な
意
識
に

人
々
は
知
ら
ぬ
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

第
三
章
「
市
民
」
と
し
て
考
え
る
理
系
、
文
系

専
門
教
育
を
受
け
る
と
き
に
こ
そ
文
理
に
分
か

れ
る
意
義
が
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
我
々
は
日

常
生
活
に
お
い
て
も
理
系
、
文
系
の
枠
に
縛
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
文
理
関
連
の
偏
見
に
、
苦
し
ん

で
い
る
。
偏
見
や
他
人
か
ら
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル

に
よ
っ
て
自
分
の
可
能
性
を
小
さ
く
制
限
し
て
い

く
と
、
や
が
て
視
野
が
狭
く
な
っ
て
い
き
、
自
分

自
身
も
偏
見
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ



い
道
を
見
失
い
そ
う
に
な
っ
た
。
一
人
で
も
多
く

の
高
校
生
が
、
偏
見
や
勝
手
な
レ
ッ
テ
ル
を
気
に

す
る
こ
と
な
く
進
路
選
択
を
で
き
る
よ
う
、
一
日

で
も
早
く
偏
見
の
な
い
、
幅
広
い
視
野
を
持
っ
た

市
民
に
よ
っ
て
社
会
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
願

う
。
私
は
、
大
学
進
学
を
考
え
て
い
る
が
、
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
理
系
、
文
系
の

枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
幅
広
い
視
野
を
持
っ
た
ジ
ェ

ネ
ラ
リ
ス
ト
で
も
あ
り
た
い
。
そ
し
て
、
社
会
に

対
し
て
責
任
を
持
っ
た
人
間
で
あ
り
た
い
と
思

う
。
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（
二
〇
一
八
年
八
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二
十
日
）

し
て
も
、
受
験
を
経
験
す
る
と
入
学
試
験
対
策
で

は
勉
強
し
な
か
っ
た
教
科
を
、
自
分
の
人
生
か
ら

排
除
し
て
し
ま
う
人
が
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
高

校
二
年
生
に
な
り
、
理
系
、
文
系
に
分
か
れ
た
た

め
、「
も
う
数
学
と
は
お
さ
ら
ば
だ
」「
世
界
史
は

一
生
や
ら
な
い
」
な
ど
と
語
る
友
人
が
そ
れ
な
り

に
い
た
。

し
か
し
、
受
験
で
使
わ
な
か
っ
た
科
目
＝
不
要

な
教
科
で
は
な
い
。
目
先
の
受
験
に
ば
か
り
目
を

奪
わ
れ
ず
、
次
世
代
を
担
っ
て
い
く
「
未
来
の
大

人
」「
市
民
」
と
し
て
貪
欲
に
全
て
の
分
野
を
学

習
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
私
と
同
世
代
の
中

学
生
、
高
校
生
全
員
が
そ
の
よ
う
な
学
習
態
度
を

と
る
こ
と
を
願
う
。

日
常
の
ち
ょ
っ
と
し
た
不
満
か
ら
始
ま
っ
た
理

系
、
文
系
に
つ
い
て
の
本
稿
の
考
察
だ
が
、
専
門

家
育
成
の
た
め
あ
る
程
度
文
理
の
区
別
を
つ
け
る

こ
と
は
必
要
、
し
か
し
、
社
会
へ
の
責
任
が
あ
る

一
人
の
市
民
と
し
て
は
、
理
系
、
文
系
の
垣
根
を

超
え
た
幅
広
い
視
野
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う

結
論
へ
至
っ
た
。
理
系
、
文
系
の
枠
に
と
ら
わ
れ

す
ぎ
る
と
、
自
分
の
可
能
性
を
、
色
々
と
試
行
錯

誤
す
る
前
か
ら
小
さ
く
捉
え
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
。
こ
の
影
響
は
、
一
つ
の
人
生
の
分
岐
点
に

あ
る
高
校
生
に
と
っ
て
は
警
戒
す
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
私
自
身
、
周
囲
の
言
葉
で
自
分
の
進
み
た

な
い
。

ま
た
、
暴
走
し
た
世
論
を
専
門
家
が
食
い
止
め

る
こ
と
は
難
し
い
。
圧
倒
的
な
数
の
差
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
六
月
に
日
本
原
子

力
研
究
開
発
機
構
大
洗
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
で
作

業
員
五
人
が
内
部
被
曝
す
る
事
故
が
発
生
し
た

際
、
ネ
ッ
ト
上
に
は
、「
専
門
用
語
が
多
く
、
何

が
起
き
て
い
る
の
か
い
ま
い
ち
よ
く
わ
か
ら
な

い
」「
全
員
に
わ
か
る
言
葉
で
報
道
す
る
べ
き
」

な
ど
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
多
数
投
稿
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
実
際
は
物
理
の
基
礎
程
度
の
知
識

が
あ
れ
ば
理
解
で
き
る
内
容
で
あ
り
、
高
校
生
の

私
で
も
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
っ

た
。
そ
の
と
き
に
私
は
、
市
民
が
無
知
で
い
る
こ

と
の
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
た
。

理
系
、
文
系
に
分
か
れ
る
こ
と
は
人
類
が
知
性

を
育
む
上
で
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
と
思
う
し
、

こ
れ
か
ら
も
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
続
け
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
系
、
文
系
に
分
か
れ
て
い

る
の
を
い
い
こ
と
に
、
一
人
の
市
民
と
し
て
総
合

的
な
視
野
を
持
っ
て
意
欲
的
に
学
習
す
る
こ
と
を

怠
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
広
い
範
囲
の
知
識
を

得
る
た
め
に
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
準
備
す
る

よ
う
で
は
遅
い
。
学
生
、
特
に
ま
だ
文
理
に
分
か

れ
て
い
な
い
義
務
教
育
の
う
ち
か
ら
満
遍
な
く
全

て
の
教
科
の
造
詣
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ど
う



福
岡
伸
一
「
文
系
と
理
系
の
溝
が
成
果
の
共
有
を

阻
む
」『A

ERA

』、二
〇
一
五
年
四
月
十
三
日
号

学
校
法
人
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
「
女
子
教
育
の
社
会

的
意
義
と
フ
ェ
リ
ス
が
守
る
べ
き
文
化
」

�http://w
w
w
.ferris.jp/allferris/special/

special05.htm
l

（
二
〇
一
八
年
八
月
二
十
日
）

文
部
科
学
省
「
国
立
大
学
法
人
等
の
中
期
目
標
及

び
中
計
画
の
素
案
に
対
す
る
所
要
の
措
置
に
つ

い
て
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
２
７
文
科
高
第

８
２
０
号
文
部
科
学
大
臣
通
知
）」

�http://w
w
w
.m

ext.go.jp/com
ponent/a_

m
enu/education/detail/__icsFiles/afield

file/2016/04/07/1369085_01.pdf

（
二
〇
一

八
年
八
月
十
九
日
）

東
京
工
業
大
学
、「
私
た
ち
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン�|�

リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
研
究
教
育
院
に
つ
い
て
」

�https://w
w
w
.titech.ac.jp/education/

stories/liberal_arts_2015.htm
l

（
二
〇
一
八

年
八
月
二
十
二
日
）

独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、「
理
系
出
身

者
と
文
系
出
身
者
の
年
収
比
較
─JH

PS

デ
ー

タ
に
基
づ
く
分
析
結
果
」、
浦
坂
純
子
・
西
村

和
雄
・
平
田
純
一
・
八
木
匡

�https://w
w
w
.rieti.go.jp/jp/publications/

sum
m
ary/11030010.htm

l

（
二
〇
一
八
年
八

月
二
十
日
）

高
橋
義
人
・
京
都
大
学
大
学
院
「
人
環
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
編
集
委
員
会
編
著
、『
教
養
の
コ
ン
チ
ェ

ル
ト�

新
し
い
人
間
学
の
た
め
に
』、人
文
書
館
、

二
〇
一
一
年

竹
内
洋
『
教
養
主
義
の
没
落�

変
わ
り
ゆ
く
エ
リ

ー
ト
学
生
文
化
』、中
央
公
論
社
、二
〇
〇
三
年

高
浜
行
人
「『
文
系
改
革
』
揺
れ
る
国
立
大
」、『
朝

日
新
聞
』、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
二
日
朝
刊
、

十
四
版
三
六
面

中
本
高
道
「
異
分
野
と
楽
し
め
る
感
性
を
」、『
朝

日
新
聞
』
朝
刊
、
二
〇
一
八
年
七
月
十
八
日
、

十
三
版
三
一
面

石
臥
薫
子
・
高
橋
有
紀
・
鳴
澤
大
編
「
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
な
人
の
働
き
方
」、『A

ERA

』、
二
〇
一

五
年
四
月
十
三
日
号

瀬
川
茂
子
編
「『
数
学
で
き
な
い=

負
け
』
の
記

憶
が
バ
ネ
に
な
る
文
系
」、『A

ERA

』、
二
〇

一
五
年
四
月
十
三
日
号

高
橋
有
紀
編
「
問
題
付
き
！�

算
数
と
国
語
は
同

時
に
伸
ば
せ
る
」、『A

ERA

』、
二
〇
一
五
年

四
月
十
三
日
号

鳴
澤
大
編
「
理
系
は
経
営
が
苦
手
な
の
か
」、

『A
ERA

』、
二
〇
一
五
年
四
月
十
三
日
号

古
谷
ゆ
う
子
「
リ
ケ
ジ
ョ
の
肖
像
①
希
少
女
子
を

生
か
す
職
場
」、『A

ERA

』、
二
〇
一
五
年
四

月
十
三
日
号

（
注
３
）
隠
岐
さ
や
香
『
文
系
と
理
系
は
な
ぜ
分
か

れ
た
の
か
』（
星
海
社
新
書
）、
星
海
社
、

二
〇
一
八
年
、
一
五
七
ペ
ー
ジ

〈
参
考
文
献
〉

相
澤
益
男
『
大
学
進
化
論�

世
界
に
開
か
れ
た
東

京
工
業
大
学
の
改
革
』
日
経
Ｂ
Ｐ
出
版
セ
ン
タ

ー
、
二
〇
〇
八
年

隠
岐
さ
や
香
『
文
系
と
理
系
は
な
ぜ
分
か
れ
た
の

か
』（
星
海
社
新
書
）
星
海
社
、
二
〇
一
八
年

関
東
学
院
大
学
法
学
研
究
所
『
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

の
す
す
め
─
法
学
部
で
学
ぶ
─
』、
関
東
学
院

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年

岸
田
一
隆
『
３
つ
の
循
環
と
文
明
論
の
科
学�

人

類
の
未
来
を
大
切
に
思
う
あ
な
た
の
た
め
の
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
』、
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
、

二
〇
一
四
年

齋
藤
孝
『
教
養
力�

心
を
支
え
、背
骨
に
な
る
力
』、

さ
く
ら
舎
、
二
〇
一
四
年

志
村
史
夫
『
文
系
？�

理
系
？�

人
生
を
豊
か
に
す

る
ヒ
ン
ト
』、
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
、
二
〇

〇
九
年

菅
野
恵
理
子
『
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
は
「
音
楽
」
で

人
を
育
て
る　

21
世
紀
の
教
養
を
創
る
ア
メ
リ

カ
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教
育
』、
ア
ル
テ
ス

パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
二
〇
一
五
年


