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はじめに

歴
史
学
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ハ
レ
ッ
ト
・
カ
ー
は
、

「
歴
史
は
現
在
と
過
去
と
の
対
話
で
あ
る
」（『
歴
史
と
は
何
か
』）

と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
過
去
と
対
話
を
す
る
と
見
え
て
く
る
の
が
未
来
な
の
で
す
。

生
涯
、
不
幸
や
逆
境
、
苦
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
平
穏
に
暮
ら
せ
た
な
ど
と
い
う
人
は
、

こ
の
世
に
存
在
し
ま
せ
ん
。

本
書
に
登
場
す
る
歴
史
上
の
英
傑
た
ち
も
例
外
な
く
、
茫
然
自
失
す
る
立
場
に
た
た
さ
れ
、
は
た

目
に
は
不
可
能
と
み
え
る
「
死
地
」（
生
き
る
望
み
の
な
い
よ
う
な
危
険
な
場
所
、
窮
地
）
に
追
い
つ
め

ら
れ
な
が
ら
、奇
跡
的
な
生
還
、逆
転
、
成
功
を
お
さ
め
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
彼
ら
に
は
難ブ

レ
ー
ク
ス
ル
ー

関
突
破
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
？

歴
史
上
に
名
を
残
し
た
人
々
は
皆
、〝
自
分
の
道
〞
を
見
つ
け
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
人
々
で
も

あ
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
学
び
つ
づ
け
た
の
で
す
。

ど
の
よ
う
な
進
路
を
選
択
す
れ
ば
い
い
の
か
、
ど
ん
な
仕
事
が
し
た
い
の
か
。

自
分
の
歩
も
う
と
し
て
い
る
今
の
道
は
、
本
当
に
自
分
に
合
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
サ
ル
ト
ル
は
、

は
じ
め
に
　
　

難ブ

レ

ー

ク

ス

ル

ー

関
突
破
し
て
、
未
来
を
楽
し
む
方
法

「
叩
け
よ
、
さ
ら
ば
開
か
れ
ん
」（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
七
章
）

こ
れ
は
新
約
聖
書
の
一
節
で
す
が
、
歴
史
上
に
活
躍
し
た
人
々
は
例
外
な
く
、
懸
命
に
先
人
か
ら

学
ぼ
う
と
、
時
代
の
〝
扉
〞
を
ノ
ッ
ク
し
て
い
ま
し
た
。

歴
史
上
の
人
物
、〝
師
〞
と
呼
べ
る
先
生
、
父
や
先
輩
な
ど

│
。

時
の
流
れ
は
、
決
し
て
不
幸
、
マ
イ
ナ
ス
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
半
面
に
幸
福
、
プ
ラ

ス
の
こ
と
が
同
じ
量
だ
け
、
均バ

ラ
ン
ス衡
を
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
す
が
、
唐
突
に
不
幸
に
見

舞
わ
れ
る
と
、
人
は
誰
し
も
が
茫ぼ

う

然ぜ
ん

自じ

失し
つ

（
驚
き
、
あ
き
れ
、
我
を
忘
れ
る
）
の
態さ

ま

と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
無
理
の
な
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
実
は
歴
史
が
役
に
立
つ
の
は
こ
う
い
う
時
な
の
で
す
。
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はじめに

「
昭
和
」
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
あ
と
で
さ
え
、
日
本
は
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
、
就
職
氷
河
期
、

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
＝
超
氷
河
期
、
度
重
な
る
震
災
な
ど
の
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。

ど
の
「
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
」
が
一
番
厳
し
か
っ
た
か
、
そ
れ
は
各
々
評
価
の
異
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

人
生
に
お
い
て
は
、
軌
道
修
正
を
迫
ら
れ
る
と
い
う
の
は
む
し
ろ
、
あ
た
り
前
の
こ
と
。
度
々
、

立
ち
往
生
し
た
時
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ス
面
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
将
来
の
夢
や
目
標
、
自
ら
の
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
を

自
分
自
身
と
向
き
合
っ
て
、
真
摯
に
考
え
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
も
〝
善
は
急

げ
〞
で
、
早
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
歴
史
の
世
界
は
雄
弁
に
語
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、〝
や
り
た
い
こ
と
〞
を
い
き
な
り
一
つ
に
絞
る
必
要
を
、
筆
者
は
あ
ま
り
感
じ
ま
せ
ん
。

「
令
和
」
が
参
加
す
る
二
十
一
世
紀
の
社
会
は
、
大
き
な
一
つ
の
目
標
に
む
か
っ
て
、
一
直
線
に
つ

き
進
む
と
い
っ
た
よ
う
な
、「
昭
和
」
ま
で
の
や
り
方
が
通
用
し
に
く
い
時
代
に
な
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

な
に
し
ろ
経キ

ャ
リ
ア歴
は
組
織
を
往
来
し
、
業
界
を
超
え
て
複
合
化
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
肩
書
き
、
職
種

で
は
説
明
で
き
な
い
分
野
が
、
次
々
と
生
み
出
さ
れ
広
が
っ
て
い
ま
す
。

例
え
る
な
ら
、
世
界
は
ら
せ
ん
型
に
展
開
し
て
い
る
、
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。

「
人
間
は
自
ら
作
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
な
る
」（『
実
存
主
義
と
は
何
か
』）

と
言
い
ま
し
た
。
実
存
主
義
の
思
想
、
つ
ま
り
、
人
間
は
自
分
で
人
生
を
切
り
拓
い
て
い
け
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

悩
み
な
が
ら
、
や
っ
て
み
て
の
失
敗
を
く
り
返
し
な
が
ら
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
歴
史
上
の

人
々
は
学
び
つ
づ
け
ま
し
た
。
学
び
は
、
自
ら
問
い
か
け
る
こ
と
で
す
。

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓ま

ん

延え
ん

、
長
期
化
、
そ
の
〝
禍
〞
の
影
響
を
受
け
、
大
き
な
打
撃

を
受
け
て
い
る
人
、
先
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
、
夢
や
目
標
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
も

い
る
で
し
ょ
う
。

誰
し
も
が
、
自
分
ほ
ど
不
幸
な
人
間
は
い
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
い
つ
の
時
代
で
も
コ
ロ
ナ
の
よ
う
に
、
唐
突
に
自
ら
の
人
生
を
狂
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、

決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

現
在
の
不
確
実
な
時
代
を
「
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、V

olatility

（
変
動
性
）、U

ncert

ainty

（
不
確
実
性
）、Com

p
lexity

（
複
雑
性
）、Am

biguity

（
曖
昧
性
）
は
、
い
つ
の
時
代
も
あ
っ

た
の
で
す
。
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はじめに

第
一
は
衝
動

│
「
好
き
な
こ
と
」「
や
っ
て
み
た
い
」
と
心
に
湧
い
た
思
い
に
、
積
極
的
に
一
歩

踏
み
出
し
て
み
る
。
そ
し
て
〝
学
び
〞
な
が
ら
興
味
・
関
心
を
抱
い
た
理
由
、
自
ら
の
求
め
る
も
の

を
明
ら
か
に
し
て
行
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
が
言
葉
で
す
。

な
ぜ
、
学
ぶ
の
か

│
「
何
と
な
く
」
で
は
つ
づ
き
ま
せ
ん
。
家
族
や
友
人
に
語
り
な
が
ら
、
少

し
ず
つ
具
体
化
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。

も
し
、
こ
の
段
階
で
挫
折
す
る
よ
う
な
人
、「
も
っ
と
別
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」

と
思
う
人
に
は
、
古
代
ロ
ー
マ
哲
学
者
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
、
次
の
言
葉
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

「
遠
く
か
ら
、
欲
望
を
投
げ
か
け
る
な
」

エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
奴
隷
で
あ
り
、
宴
会
で
の
お
目
当
て
の
料
理
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。
料
理
が

順
番
に
回
っ
て
く
る
中
で
、
目
指
す
料
理
が
た
ま
た
ま
自
分
の
と
こ
ろ
に
回
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
を
う
ら
み
、
嘆
き
悲
し
ん
で
も
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
自
分
の
手
も
と

に
届
い
た
料
理
で
、
満
足
し
た
方
が
賢
い
、
と
彼
は
言
う
の
で
す
。
筆
者
も
同
感
で
す
。

今
、
自
分
が
や
れ
る
こ
と
を
懸
命
に
や
れ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

面
白
い
も
の
で
、
師
や
父
母
、
兄
姉
に
問
い
か
け
、
友
達
に
語
り
か
け
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
交
わ
し
て
い
る
と
、「
こ
れ
だ
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
〝
気
づ
き
〞
が
起
き
て
き
ま
す
。
ア
イ
デ
ン

筆
者
は
、
歴
史
上
の
成
功
者
た
ち
の
〝
学
び
〞
を
み
て
い
る
と
、
登
っ
て
い
く
の
に
三
つ
の
方
向

性
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
な
ん
と
な
く
抱
い
た
大
い
な
る
理
想
や
夢
、
次
に
そ
れ
に
む
か
っ
て
の
「
も
っ
と
こ
ん
な

ふ
う
に
な
り
た
い
」
と
い
う
方
向
性
や
具
体
性
、
加
え
て
三
つ
め
に
個
人
と
し
て
得
意
と
す
る
こ
と
、

こ
れ
ら
が
合
わ
さ
っ
て
「
こ
れ
だ
！
」
と
い
う
〝
未
来
〞
が
出
現
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

逆
に
言
え
ば
、
三
つ
の
均バ

ラ
ン
ス衡
を
欠
い
た
時
、
人
は
自
分
の
人
生
を
、
マ
イ
ナ
ス
と
捉
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、〝
そ
の
時
〞
を
生
き
た
人
々
は
、
常
に
時
代
の
〝
変
化
〞
に
さ

ら
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
中
で
自
分
の
強
み
に
早
く
気
づ
き
、
そ
れ
を
伸
ば
し
て
、〝
世
の
た

め
に
も
自
分
の
た
め
に
も
役
立
つ
〞
方
向
を
、
探
し
得
た
人
が
〝
学
び
〞
を
活
か
せ
た
と
言
え
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
し
て
こ
れ
ま
で
は
、
社
会
人
と
な
っ
て
自
ら
の
職
務
を
果
た
し
、
そ
の
あ
と
は
余
生
と
考
え
、

人
生
を
二
つ
の
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
て
き
た
も
の
が
、
人
間
百
年
の
時
代
を
迎
え
、
ス
テ
ー
ジ
が

三
つ
に
広
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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はじめに

の
気
持
ち
が
動
い
た
章
か
ら
、
読
み
始
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
歴
史
上
の
人
物
の
、
工

夫
さ
れ
た
勉
強
法
が
、
か
な
ら
ず
や
読
者
の
参
考
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
を
担
当
い
た
だ
い
た
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
の
坂

口
雄
一
朗
氏
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
べ
く
、
様
々
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た
歴
史
研
究
家
の
井

手
窪
剛
氏
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
謝
辞
を
述
べ
る
次
第
で
す
。

令
和
二
年
師
走
吉
日
　
東
京
・
練
馬
の
羽
沢
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
来
耕
三
　

テ
ィ
テ
ィ
（
自
分
ら
し
さ
）
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。

次
に
必
要
と
な
る
の
が
、
ア
ダ
プ
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
変
化
に
適
応
す
る
力
）
を
学
ぶ
こ
と
で
す
。

学
び
の
レ
ベ
ル
が
上
が
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
こ
と
、
考
え
も
し
な
か
っ
た
こ

と
が
、
ふ
い
に
浮
上
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
恐
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

逃
げ
ず
に
読あ

な
た者
の
前
を
行
く
、〝
師
〞
や
先
輩
を
見
つ
め
つ
つ
、〝
学
び
〞
つ
づ
け
て
い
く
と
、
自

身
の
ア
ダ
プ
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
鍛
え
ら
れ
ま
す
。
進
む
方
向
に
自
信
が
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

経キ
ャ
リ
ア歴
形
成
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
さ
あ
、
自
分
を
信
じ
て
楽
観
的
に
、〝
縁
〞
を
大
切

に
、
人
脈
を
広
げ
、
歩
み
を
止
め
ず
、
あ
と
は
ひ
た
す
ら
前
進
し
ま
し
ょ
う
。

本
書
は
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
既
刊
の
『
日
本
史
に
学
ぶ
一
流
の
気
く
ば
り
』『
心
を
つ
か
む
文

章
は
日
本
史
に
学
べ
』
と
同
様
、
読
者
の
理
解
を
高
め
て
い
た
だ
く
べ
く
、
筆
者
の
友
人
の
作
家
・

佐
野
裕ゆ

た
か

氏
の
質
問
に
、
歴
史
上
の
人
物
と
事
件
に
つ
い
て
、
筆
者
が
答
え
る

│
口
述
筆
記
を
文
章

に
し
ま
し
た
。

一
応
の
区
分
の
目
安
を
、
各
章
立
て
で
設
け
て
み
ま
し
た
が
、
目
次
を
参
照
い
た
だ
い
て
、
読あ

な
た者



008009

はじめに

の
気
持
ち
が
動
い
た
章
か
ら
、
読
み
始
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
歴
史
上
の
人
物
の
、
工

夫
さ
れ
た
勉
強
法
が
、
か
な
ら
ず
や
読
者
の
参
考
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
を
担
当
い
た
だ
い
た
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
の
坂

口
雄
一
朗
氏
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
べ
く
、
様
々
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た
歴
史
研
究
家
の
井

手
窪
剛
氏
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
謝
辞
を
述
べ
る
次
第
で
す
。

令
和
二
年
師
走
吉
日
　
東
京
・
練
馬
の
羽
沢
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
来
耕
三
　

テ
ィ
テ
ィ
（
自
分
ら
し
さ
）
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。

次
に
必
要
と
な
る
の
が
、
ア
ダ
プ
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
変
化
に
適
応
す
る
力
）
を
学
ぶ
こ
と
で
す
。

学
び
の
レ
ベ
ル
が
上
が
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
こ
と
、
考
え
も
し
な
か
っ
た
こ

と
が
、
ふ
い
に
浮
上
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
恐
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

逃
げ
ず
に
読あ

な
た者
の
前
を
行
く
、〝
師
〞
や
先
輩
を
見
つ
め
つ
つ
、〝
学
び
〞
つ
づ
け
て
い
く
と
、
自

身
の
ア
ダ
プ
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
鍛
え
ら
れ
ま
す
。
進
む
方
向
に
自
信
が
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

経キ
ャ
リ
ア歴
形
成
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
さ
あ
、
自
分
を
信
じ
て
楽
観
的
に
、〝
縁
〞
を
大
切

に
、
人
脈
を
広
げ
、
歩
み
を
止
め
ず
、
あ
と
は
ひ
た
す
ら
前
進
し
ま
し
ょ
う
。

本
書
は
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
既
刊
の
『
日
本
史
に
学
ぶ
一
流
の
気
く
ば
り
』『
心
を
つ
か
む
文

章
は
日
本
史
に
学
べ
』
と
同
様
、
読
者
の
理
解
を
高
め
て
い
た
だ
く
べ
く
、
筆
者
の
友
人
の
作
家
・

佐
野
裕ゆ

た
か

氏
の
質
問
に
、
歴
史
上
の
人
物
と
事
件
に
つ
い
て
、
筆
者
が
答
え
る

│
口
述
筆
記
を
文
章

に
し
ま
し
た
。

一
応
の
区
分
の
目
安
を
、
各
章
立
て
で
設
け
て
み
ま
し
た
が
、
目
次
を
参
照
い
た
だ
い
て
、
読あ

な
た者



日
本
史
に
学
ぶ
成
功
者
た
ち
の
勉
強
法
　
　
目 

次

 

は
じ
め
に
　
002

第
一
章	
勉
強
す
る
人
だ
け
が

	

た
ど
り
着
け
る
場
所

毎
朝
二
時
か
ら
勉
強
し
た
田
中
角
栄
　
019

借
金
し
な
が
ら
蘭
学
を
学
ん
だ
勝
海
舟
　
022

一
年
で
は
帰
ら
な
い
。
三
年
学
び
つ
づ
け
た
　
026

福
沢
諭
吉
ら
を
輩
出
し
た
適
塾
の
競
争
勉
強
法
　
030

柔
道
を
興
し
た
嘉
納
治
五
郎
の
学
び
　
033

五
十
代
か
ら
数
学
に
取
り
組
ん
だ
伊
能
忠
敬
　
038

七
十
四
歳
ま
で
測
量
を
つ
づ
け
、地
球
一
周
分
歩
い
た
　
041

生
涯
、理
想
を
追
い
つ
づ
け
た
葛
飾
北
斎
　
044

天
下
人
の
勉
強
法 

㊀

失
敗
経
験
か
ら
学
び
つ
づ
け
た
徳
川
家
康
　
047

第
二
章	

一
流
の
商
人
の

	

「
ビ
ジ
ネ
ス
」勉
強
術

岩
崎
弥
太
郎

牢
の
中
で
商
売
を
学
び
、三
菱
財
閥
を
作
り
あ
げ
た
　
055

岩
崎
弥
之
助

海
外
で
学
ん
だ
知
識
で
「
海
」
か
ら
「
陸
」
の
王
に
　
063



日
本
史
に
学
ぶ
成
功
者
た
ち
の
勉
強
法
　
　
目 

次

 

は
じ
め
に
　
002

第
一
章	

勉
強
す
る
人
だ
け
が

	

た
ど
り
着
け
る
場
所

毎
朝
二
時
か
ら
勉
強
し
た
田
中
角
栄
　
019

借
金
し
な
が
ら
蘭
学
を
学
ん
だ
勝
海
舟
　
022

一
年
で
は
帰
ら
な
い
。
三
年
学
び
つ
づ
け
た
　
026

福
沢
諭
吉
ら
を
輩
出
し
た
適
塾
の
競
争
勉
強
法
　
030

柔
道
を
興
し
た
嘉
納
治
五
郎
の
学
び
　
033

五
十
代
か
ら
数
学
に
取
り
組
ん
だ
伊
能
忠
敬
　
038

七
十
四
歳
ま
で
測
量
を
つ
づ
け
、地
球
一
周
分
歩
い
た
　
041

生
涯
、理
想
を
追
い
つ
づ
け
た
葛
飾
北
斎
　
044

天
下
人
の
勉
強
法 

㊀

失
敗
経
験
か
ら
学
び
つ
づ
け
た
徳
川
家
康
　
047

第
二
章	

一
流
の
商
人
の

	

「
ビ
ジ
ネ
ス
」勉
強
術

岩
崎
弥
太
郎

牢
の
中
で
商
売
を
学
び
、三
菱
財
閥
を
作
り
あ
げ
た
　
055

岩
崎
弥
之
助

海
外
で
学
ん
だ
知
識
で
「
海
」
か
ら
「
陸
」
の
王
に
　
063



日本史に学ぶ成功者たちの勉強法：目次

第
三
章 

一
流
の
軍
師
の

 

「
戦
略
」勉
強
術

竹
中
半
兵
衛

戦
術
、人
心
、気
配
…
…
す
べ
て
学
ん
だ
天
才
軍
師
　
105

大
村
益
次
郎

医
師
を
や
め
、自
分
に
向
い
て
い
る
兵
学
を
学
ん
だ
　
112

直
江
兼
続

上
杉
謙
信
に
は
な
れ
な
い
か
ら
こ
そ
の
学
び
の
戦
略
　
121

本
多
正
信

視
野
の
広
さ
で
家
康
を
救
う
！
　
外
で
苦
労
し
た
経
験
が
活
き
た
　
131

山
縣
有
朋

才
能
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
自
分
に
向
い
て
い
る
実
学
を
極
め
た
　
141

山
田
方
谷

江
戸
時
代
・
最
高
の
財
政
家
の
勉
強
法
と
は
？
　
070

大
倉
喜
八
郎

一
か
八
か
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
行
き
詰
ま
り
、海
外
へ
　
077

浅
野
総
一
郎

タ
ダ
で
仕
入
れ
て
大
儲
け
！
　
失
敗
か
ら
学
ん
だ
セ
メ
ン
ト
王
　
085

本
田
宗
一
郎
と
松
下
幸
之
助

人
生
は
終
生
勉
強
│
学
ぶ
こ
と
で
人
は
成
長
す
る
　
091

天
下
人
の
勉
強
法
㊁

織
田
信
長
を
反
面
教
師
に
し
た
豊
臣
秀
吉
　
098



日本史に学ぶ成功者たちの勉強法：目次

第
三
章 

一
流
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軍
師
の

 

「
戦
略
」勉
強
術

竹
中
半
兵
衛

戦
術
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心
、気
配
…
…
す
べ
て
学
ん
だ
天
才
軍
師
　
105

大
村
益
次
郎

医
師
を
や
め
、自
分
に
向
い
て
い
る
兵
学
を
学
ん
だ
　
112

直
江
兼
続

上
杉
謙
信
に
は
な
れ
な
い
か
ら
こ
そ
の
学
び
の
戦
略
　
121

本
多
正
信

視
野
の
広
さ
で
家
康
を
救
う
！
　
外
で
苦
労
し
た
経
験
が
活
き
た
　
131

山
縣
有
朋

才
能
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
自
分
に
向
い
て
い
る
実
学
を
極
め
た
　
141

山
田
方
谷

江
戸
時
代
・
最
高
の
財
政
家
の
勉
強
法
と
は
？
　
070

大
倉
喜
八
郎

一
か
八
か
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
行
き
詰
ま
り
、海
外
へ
　
077

浅
野
総
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郎

タ
ダ
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仕
入
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大
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ん
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日本史に学ぶ成功者たちの勉強法：目次

長
所
を
伸
ば
す
教
育
の
お
か
げ
で
志
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た 

175

虎
哉
宗
乙
と
伊
達
政
宗

内
に
籠
る
政
宗
少
年
に
希
望
を
与
え
た
師
匠
　
182

空
海
と
弟
子
た
ち

ラ
イ
バ
ル
・
最
澄
と
の
違
い
は
、相
手
目
線
か
自
分
目
線
か 

189

天
下
人
の
勉
強
法
㊃

好
き
な
こ
と
、得
意
な
こ
と
だ
け
を
追
究
し
た
織
田
信
長
　
199

第
五
章 

「
学
び
」を

 

習
慣
化
す
る
極
意

福
沢
諭
吉
も
大
隈
重
信
も
楽
し
く
学
ん
だ
　
207

千
利
休

茶
人
で
あ
り
な
が
ら
秀
吉
の〝
軍
師
〞と
し
て
活
躍
　
150

天
下
人
の
勉
強
法
㊂

海
外
の
先
端
技
術
を
学
び
、採
り
入
れ
た
大
久
保
利
通
　
158

第
四
章 

師
匠
に
学
び
、

 

師
匠
を
超
え
る

勝
海
舟
と
坂
本
龍
馬

進
む
べ
き
道
を
示
し
て
く
れ
た
海
舟
に
感
謝
　
167

吉
田
松
陰
と
高
杉
晋
作



日本史に学ぶ成功者たちの勉強法：目次
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も
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だ
　
207
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て
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150
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下
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外
の
先
端
技
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を
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、採
り
入
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た
大
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保
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通
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四
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に
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び
、
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日本史に学ぶ成功者たちの勉強法：目次

昼
に
三
千
字
、夜
に
千
字
、漢
字
を
覚
え
た
新
井
白
石
　
210

「
化
学
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
使
っ
た
宇
都
宮
三
郎
　
212

倒
産
寸
前
の
米
沢
藩
に
入
っ
た
上
杉
鷹
山
の
学
び
　
215

家
臣
や
領
民
の
気
持
ち
に
寄
り
添
っ
た
改
革
　
218

知
識
ゼ
ロ
か
ら
洋
学
を
学
ん
だ
佐
久
間
象
山
の
勉
強
法
　
222

オ
ラ
ン
ダ
語
の
個
人
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
た
　
226

商
船
学
校
で
学
ん
だ
軍
人
・
東
郷
平
八
郎 

　
228

西
洋
の
政
治
・
軍
事
・
技
術
を
学
ん
だ
島
津
斉
彬
　
232

ア
ヘ
ン
戦
争
で
な
ぜ
清
国
が
敗
れ
た
か
を
学
ぶ
　
236

ハ
ン
デ
を
跳
ね
返
し
て
ア
メ
リ
カ
で
成
功
し
た
野
口
英
世
　
240

危
険
な
仕
事
な
の
に
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
よ
り
給
料
が
安
い
　
242

幸
せ
に
な
る
た
め
に
勉
強
す
る
と
唱
え
た
石
田
梅
岩
　
244

周
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
な
い
　
247

質
素
倹
約
と
勤
労
勤
勉
は
、矛
盾
す
る
概
念
で
は
な
い
か
　
250

自
分
を
高
め
る
勉
強
に
楽
し
く
打
ち
込
む
　
253


