
は
じ
め
に

高
等
学
校
に
お
け
る
日
本
史
の
授
業
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
こ
れ
は
、
解
答

が
な
い
永
遠
の
課
題
で
あ
り
、
ま
た
、
歴
史
観
や
授
業
観
が
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ

る
だ
け
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
す
ぐ
に
解
答
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

望
ま
し
い
歴
史
の
授
業
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
組
み
立
て
る
各
教
員
が
念
頭
に

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
列
挙
し
、
ま
た
、
そ
の
共
通
点
を
見
出
す
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
こ

と
の
よ
う
に
思
え
る
。
理
想
で
は
あ
る
が
、
歴
史
の
授
業
を
展
開
す
る
上
で
、

誰
も
が
抱
く
最
終
的
目
標
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
歴
史
は
、
日

本
史
に
せ
よ
世
界
史
に
せ
よ
、「
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
」「
こ
れ
か
ら
の
世
界
史
」

で
あ
り
、
実
生
活
に
役
立
つ
た
め
の
過
去
の
考
察
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

さ
い
と
う
た
だ
お
：
地
歴
公
民
科
教
諭

相
乗
効
果
を
求
め
る
日
本
史
指
導

　
　
　
　
　

─
指
導
報
告
を
通
じ
て

齋
藤　

禎
夫　

Tadao SA
IT

O

　

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
を
授
業
の
中
の
み
で
理
解
さ
せ
、
ま
た
考
え

さ
せ
る
の
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
授
業
を
受
け
る
立
場
の
人
間
が
、
授
業

外
に
お
い
て
、
歴
史
を
知
る
過
程
で
実
践
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
歴
史
の
流
れ
か
ら
は
じ
ま
り
、
過
去
の
事
実
を
把
握
で
き
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
徒
自
ら
が
、
過
去
の
事
実
を
参
考
に
、
実

生
活
に
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
、
歴
史
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
、
指
導
案

が
考
案
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
高
等
学
校
に
は
、
そ
こ
に
、

も
う
一
つ
大
き
な
課
題
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
大
学
受
験
に
対
応
す
る
た
め
の

実
力
向
上
を
目
指
し
た
受
験
指
導
で
あ
る
。
受
験
指
導
以
外
の
指
導
を
こ
こ
で

は
「
こ
れ
か
ら
の
歴
史
」
あ
る
い
は
「
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
」
と
あ
え
て
呼
ば

せ
て
も
ら
う
が
、
各
教
員
に
よ
り
考
え
方
は
ま
ち
ま
ち
で
、
ま
た
教
科
に
よ
っ

て
も
違
い
が
あ
る
よ
う
だ
が
、「
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
」
と
受
験
指
導
を
別
な
も

23
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の
と
考
え
る
傾
向
が
感
じ
ら
れ
る
。
会
話
の
中
で
の
話
で
あ
る
が
、
餅
は
餅
屋

的
発
想
か
ら
で
あ
ろ
う
、
受
験
指
導
は
塾
や
予
備
校
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
と

い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

私
は
、
地
歴
公
民
科
の
教
員
と
し
て
二
十
年
を
経
過
し
て
い
る
が
、
最
近
十

年
は
、
自
分
の
専
門
で
あ
る
日
本
史
を
担
当
し
な
い
年
は
な
く
、
そ
の
間
、
受

験
指
導
も
で
き
て
、「
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
」
に
導
く
授
業
の
両
面
を
目
指
し
、

努
力
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
常
に
思
う
こ
と
は
、
こ
の
両
者
は
、

別
々
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
発
展
す
る
も
の

で
、
ま
た
そ
れ
を
目
標
に
指
導
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
度
、
こ
の
よ
う
に
研
究
成
果
の
発
表
機
会
が
与
え
ら
れ
た
た
め
、「
こ
れ

か
ら
の
日
本
史
」
と
受
験
指
導
を
ど
の
よ
う
な
観
点
に
立
ち
、
ど
の
よ
う
に
実

施
し
て
き
た
か
を
報
告
す
る
こ
と
で
、
教
科
を
こ
え
て
の
多
く
の
指
摘
を
頂

き
、
自
己
を
振
り
返
る
材
料
に
し
た
い
。
ま
た
、
と
か
く
、
歴
史
は
暗
記
の
教

科
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
た
と
え
受
験
指
導
で
あ
っ
て
も

「
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
」
に
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
一
人
で

も
多
く
の
方
に
お
伝
え
で
き
た
ら
と
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

１
．
歴
史
を
理
解
さ
せ
る

過
去
の
事
実
を
追
求
す
る
こ
と
で
実
生
活
に
役
立
て
る
。
こ
れ
が
理
想
で
あ

る
が
、
現
状
で
は
は
な
か
な
か
難
し
い
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ

は
、
歴
史
を
学
ん
だ
生
徒
が
授
業
外
で
各
自
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
よ

っ
て
授
業
は
そ
の
方
向
へ
導
く
こ
と
を
目
標
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
理
想
の
方
向
へ
導
く
た
め
に
は
何
が
大
切
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
な

る
が
、
そ
れ
は
い
か
に
歴
史
を
理
解
さ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
暗

記
で
は
な
く
理
解
さ
せ
る
。
こ
れ
は
歴
史
を
学
ぶ
基
本
で
、
ど
の
教
員
も
指
導

に
あ
た
り
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
が
、
特
に
私
は
、
理
解
し
た

内
容
よ
り
も
理
解
す
る
過
程
の
重
要
性
を
強
調
し
た
い
。
よ
く
教
室
で
口
に
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
歴
史
を
知
る
こ
と
よ
り
も
知
る
過
程
が
大
事
で
あ
る
、
と
。

歴
史
を
指
導
す
る
教
員
が
思
っ
た
り
口
に
す
る
と
、
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
理
解
す
る
過
程
を
し
っ
か
り
踏
ん
だ
な
ら
、
忘
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
ま
で
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
教
科
の
人
間
が
他
教
科
の
事
に
口
を

は
さ
む
の
は
良
く
な
い
が
、
高
等
学
校
で
生
徒
が
多
く
の
教
科
を
学
ぶ
の
は
、

そ
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
よ
り
も
過
程
を
経
験
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
自
分
が
接
し
て
き
た
多
く
の
教
科
に
お
い

て
も
、
出
来
は
ど
う
あ
れ
、
一
応
真
面
目
に
取
り
組
ん
で
き
た
つ
も
り
で
あ
る

が
、
英
語
に
し
て
も
数
学
に
し
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
何
一
つ
頭
に
は
残
っ

て
い
な
い
。
だ
が
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
無
駄
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。
た
と
え
頭
に
残
ら
な
く
て
も
、
も
っ
と
良
い
取
り
組
み
を
し
て
き
た
な
ら

ば
、
そ
の
取
り
組
み
を
自
己
形
成
に
、
さ
ら
に
役
立
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
反
省
の
思
い
が
強
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
歴
史
の
授
業
を
展
開
す
る
際
、
取
り
組
む
過
程
が
重
要
で
あ
る
こ
と

と
、
過
程
が
重
要
に
成
り
う
る
取
り
組
み
を
、
常
日
頃
か
ら
把
握
さ
せ
る
努
力

が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
望
ま
し
い
取
り
組
み
が
で
き
た
場
合
に
は
自
然
に
記

憶
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
さ
ら
に
奥
深
い
こ
と
や
、
別
の
時
代
も
知
り
た

く
な
っ
て
く
る
と
い
う
事
を
自
ら
気
付
か
せ
る
の
が
望
ま
し
い
。
過
程
が
重
要
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と
な
る
た
め
の
指
導
の
注
意
点
と
し
て
、
私
は
長
年
に
わ
た
り
、
二
つ
の
事
柄

を
指
導
の
中
心
に
置
い
て
き
た
。
そ
れ
は
、「
歴
史
の
流
れ
」
と
、「
史
料
の
重

要
性
」
で
あ
る
。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
ま
ず
は
考
察
し
た
い
。

○
「
歴
史
は
変
遷
な
り
」

歴
史
を
参
考
に
自
ら
の
考
え
る
力
を
養
っ
て
い
く
為
に
は
、
勿
論
過
去
の
事

実
の
羅
列
で
終
わ
っ
て
は
意
味
が
な
く
、
政
治
の
政
策
や
、
人
物
の
活
躍
が
、

歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
や
意
義
が
あ
っ
た
か
を
指
導
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
授
業
を
聞
く
に
あ
た
っ
て
も
、
今
自
分
が
聞
い

て
い
る
時
代
が
ど
の
よ
う
な
時
代
背
景
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
そ
の
時
代
が
、

一
つ
の
時
代
の
中
で
ど
の
あ
た
り
に
あ
た
る
の
か
、
把
握
さ
れ
ず
に
授
業
を
受

け
て
い
る
生
徒
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
講
義
を
展
開
す
る
教
員

側
も
、
あ
る
程
度
は
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
授
業
が
行
わ
れ
て
い

る
。
望
ま
し
い
の
は
生
徒
が
授
業
を
受
け
る
前
に
、
教
科
書
の
読
み
込
み
が
予

習
と
し
て
な
さ
れ
、
そ
の
上
で
歴
史
的
事
項
の
意
味
合
い
や
意
義
が
教
え
ら
れ

て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
優
秀
な
生
徒
で
も
実
践
し
て
い
る
生
徒
は
稀
で
あ

る
。
ま
た
は
、
授
業
の
後
で
復
習
と
し
て
行
わ
れ
て
も
よ
い
こ
と
だ
が
そ
れ
も

期
待
で
き
な
い
。
考
査
一
週
間
前
に
な
っ
て
必
死
に
教
科
書
を
読
み
、
流
れ
が

把
握
で
き
た
時
に
は
、
教
員
が
自
ら
考
え
さ
せ
る
為
に
し
た
せ
っ
か
く
の
よ
い

話
も
ど
こ
か
に
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

歴
史
を
自
己
形
成
に
も
役
立
て
る
に
は
、
ま
ず
は
流
れ
を
つ
か
む
こ
と
が
大

切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
化
学
に
お
け
る
元
素
記
号
、
数
学
に
お
け
る
定
義
や

公
式
な
ど
が
、
歴
史
に
お
い
て
は
流
れ
、
す
な
わ
ち
変
遷
に
あ
た
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
流
れ
を
理
解
さ
せ
る
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
歴
史
に
は
必
ず
原
因
・
結
果
・
理
由
が
存
在
す
る
た
め
、
そ
れ
を

追
求
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
事
典
等
を
利
用
し
、
内
容
を
理
解
す
る
よ
う
努
め

る
事
を
促
す
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
私
が
指
導
の
上
で
、
常
に
実
践
し
て
い

る
こ
と
は
、
一
つ
の
時
代
に
段
階
を
設
け
、
一
つ
の
歴
史
的
事
項
が
ど
こ
の
段

階
に
位
置
す
る
か
を
把
握
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
段
階
の
区
切
り
又
は
ポ

イ
ン
ト
は
年
代
に
よ
り
理
解
さ
せ
て
い
く
。
歴
史
を
覚
え
る
と
い
う
よ
り
は
、

一
つ
の
歴
史
的
事
項
が
区
切
ら
れ
た
段
階
の
ど
の
時
期
に
位
置
す
る
か
を
把
握

さ
せ
て
、
歴
史
を
利
用
し
て
の
考
察
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
人
物
・
政
策
が
登
場
す
る
奈
良
時
代
を
例
に
あ
げ
て

説
明
し
て
み
る
。

奈
良
時
代
と
は
、
政
治
史
上
の
時
代
区
分（
１
）で

、
政
治
の
中
心
が
平
城
京
に
あ

っ
た
時
代
で
あ
り
、
平
城
京
遷
都
の
七
一
〇
年
か
ら
長
岡
京
に
遷
都
さ
れ
る
七

八
四
年
ま
で
を
い
う
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る（
２
）。
奈
良
時
代
の
変
遷
は
政

治
の
中
心
人
物
が
誰
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
教
科
書
で
は

順
を
追
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
政
治
的
に
も
、
社
会
的
に
も
、
文
化
的
に
も
、

奈
良
時
代
の
考
察
を
す
る
上
で
は
、
こ
の
政
治
的
変
遷
が
、
化
学
の
元
素
記
号

や
数
学
の
公
式
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認
識
さ
せ
、
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
年
代
を
お
い
て
、
確
実
に
流
れ
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

政
治
の
中
心
人
物
を
古
い
順
に
並
べ
る
と
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藤
原
不
比
等（
３
）

　
　
　
　

↓

　
　
　

長
屋
王（
４
）

　
　
　
　

↓

　
　
　

藤
原
四
子（
５
）

　
　
　
　

↓

　
　
　

橘
諸
兄（
６
）

　
　
　
　

↓

　
　
　

藤
原
仲
麻
呂（
７
）

　
　
　
　

↓

　
　
　

道
鏡（
８
）

　
　
　
　

↓

　
　
　

光
仁
天
皇（
９
）

と
な
る
が
、
こ
の
順
番
を
理
解
さ
せ
、
そ
れ
を
歴
史
的
考
察
に
役
立
て
る
為
に
、

変
わ
り
目
の
年
代
を
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て
や
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ど
の
出

来
事
を
ポ
イ
ン
ト
に
す
る
か
は
指
導
者
に
よ
り
か
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
歴
史
的
事
項
を
ポ
イ
ン
ト
に
置
く
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

　
　

藤
原
不
比
等

　
　
　

↓　
　　
　七
二
〇　
（
藤
原
不
比
等
没
）

　
　

長
屋
王

　
　
　

↓　
　　
　七
二
九　
（
長
屋
王
の
変
）

　
　

藤
原
四
子

　
　
　

↓　
　　
　七
三
七　
（
四
子
没
）

　
　

橘
諸
兄

　
　
　

↓　
　　
　七
四
三　
（
大
仏
造
立
の
詔
）

　
　

藤
原
仲
麻
呂

　
　
　

↓　
　　
　七
六
〇　
（
光
明
皇
太
后
没
）

　
　

道
鏡

　
　
　

↓　
　　
　七
七
〇　
（
称
徳
天
皇
没
）

　
　

光
仁
天
皇

奈
良
時
代
の
変
遷
を
理
解
さ
せ
る
変
わ
り
目
の
年
代
六
項
目
と
、
そ
の
理
由

を
置
い
て
み
た
が
、
そ
の
理
由
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
避
け
る
が
、

い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
別
の
年
代
が
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
の
六
項
目
の
年
代
の
う
ち
、
教
科
書
の
本
文
に
出
て
く
る
、
年
代
は
、

長
屋
王
の
変
（
七
二
九
）
と
大
仏
造
立
の
詔
（
七
四
三
）
の
二
つ
で
あ
り
、
残

り
は
指
導
す
る
必
要
の
な
い
年
代
で
あ
る
が
、
生
徒
が
知
ら
な
く
て
も
よ
い
年

代
を
こ
の
よ
う
に
は
じ
め
に
覚
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
歴
史
的
事
項
が
奈

良
時
代
約
八
十
年
間
の
中
で
ど
の
時
期
に
な
る
の
か
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
全
体
の
中
に
お
け
る
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
歴
史
的
意
味
合
い

や
意
義
の
考
察
も
難
し
い
。
奈
良
時
代
の
場
合
に
は
、
聖
武
天
皇）
（（
（

の
政
策
が
大

き
な
カ
ギ
と
な
る
た
め
、
私
は
、
こ
の
変
わ
り
目
の
年
代
に
加
え
て
、
聖
武
天

皇
在
位
（
七
二
四
〜
七
四
九
）
の
時
期
も
同
時
に
覚
え
さ
せ
て
か
ら
、
聖
武
天

皇
の
仏
教
政
策
等
の
歴
史
的
意
味
合
い
や
意
義
を
理
解
さ
せ
る
展
開
で
指
導
し

て
い
る
。
先
ほ
ど
の
奈
良
時
代
全
体
の
変
遷
に
、
聖
武
天
皇
在
位
の
時
期
を
加

え
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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藤
原
不
比
等

　
　
　

↓　
　　
　七
二
〇　
（
藤
原
不
比
等
没
）

　
　

長
屋
王	

七
二
四
─

　
　
　

↓　
　　
　七
二
九　
（
長
屋
王
の
変
）

　
　

藤
原
四
子

　
　
　

↓　
　　
　七
三
七　
（
四
子
没
）

　
　

橘
諸
兄

　
　
　

↓　
　　
　七
四
三　
（
大
仏
造
立
の
詔
）

　
　

藤
原
仲
麻
呂	

七
四
九
─

　
　
　

↓　
　　
　七
六
〇　
（
光
明
皇
太
后
没
）

　
　

道
鏡

　
　
　

↓　
　　
　七
七
〇　
（
称
徳
天
皇
没
）

　
　

光
仁
天
皇

生
徒
は
概
し
て
、「
試
験
に
出
る
か
ら
覚
え
る
」「
入
試
に
必
要
で
あ
る
か
ら

覚
え
る
」
と
い
う
よ
う
に
目
先
の
損
得
の
み
を
追
求
し
て
勉
強
し
が
ち
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
に
知
る
必
要
が
な
い
年
代
も
覚
え
る
こ
と
で
、
一
つ
一
つ
の
歴

史
的
事
項
の
時
期
が
明
確
に
な
り
、
自
分
で
教
科
書
を
使
用
し
て
勉
強
す
る
に

せ
よ
、
授
業
で
歴
史
的
意
味
合
い
や
意
義
に
ま
つ
わ
る
話
を
聞
く
に
せ
よ
、
歴

史
が
追
及
さ
れ
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
に
述
べ
る
受
験
指
導
に
お

い
て
も
当
然
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
て
く
れ
る
事
相
違
な
い
。
政
争
が
多
く
政

権
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
政
治
の
中
心
人
物
を

利
用
し
て
の
時
期
区
分
で
あ
っ
た
が
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
視
点
を
変
え
て

の
段
階
分
け
や
時
期
区
分
は
可
能
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
お
い
て
も
実
践

が
必
要
で
あ
る
。

○
史
料
学
習
の
重
要
性

高
等
学
校
の
日
本
史
に
お
い
て
新
た
に
課
せ
ら
れ
も
の
が
史
料）
（（
（

学
習
で
あ

る
。
日
本
史
を
受
験
科
目
に
選
ん
だ
り
、
ま
た
進
学
コ
ー
ス
に
分
か
れ
る
際
、

日
本
史
コ
ー
ス
を
選
ん
だ
場
合
に
は
、
教
科
書
と
ほ
ぼ
同
じ
厚
さ
の
史
料
集
の

購
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
こ
の
史
料
勉
強
の
負
担
を
考
え
た
が
ゆ
え
に
世
界
史

を
選
択
す
る
高
校
生
も
少
な
く
な
い
と
思
う
。
世
界
史
で
も
史
料
は
登
場
す
る

が
日
本
史
ほ
ど
の
量
は
要
求
さ
れ
ず
、
日
本
史
を
選
択
し
た
場
合
に
は
史
料
学

習
に
取
ら
れ
る
時
間
が
多
く
な
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
の

学
習
を
指
導
に
よ
っ
て
は
、
歴
史
事
実
を
明
確
に
し
、
さ
ら
に
歴
史
を
追
及
し

や
す
い
状
態
に
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
勿
論
受
験
に
史
料
は
必
須
で
あ

り
、
受
験
勉
強
に
も
直
接
役
立
つ
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
史
料
を
指
導
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
く
か
で
あ
る
が
、
私
は
、
日
本
史
の
指
導
を
し
て

き
て
い
る
こ
の
約
十
年
間
必
ず
実
践
し
て
い
る
こ
と
は
、
史
料
の
丸
暗
記
を
徹

底
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
暗
記
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
問

題
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

中
学
生
・
高
校
生
の
時
期
に
文
章
を
丸
暗
記
さ
せ
ら
れ
た
経
験
は
誰
も
が
も

っ
て
い
る
と
思
う
。
私
の
中
学
校
の
国
語
の
先
生
が
、
よ
く
暗
記
を
強
制
し
た

先
生
で
、
そ
の
た
め
、
現
在
で
も
『
平
家
物
語
』
と
『
奥
の
細
道
』
の
冒
頭
の

文
章
は
、
自
然
に
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
を
暗
記
さ
せ

た
先
生
の
意
図
は
未
だ
に
理
解
で
き
ず
、
ま
た
、
文
章
が
口
に
で
き
て
助
か
っ

聖武天皇在位
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た
、
あ
る
い
は
役
に
立
っ
た
と
い
う
記
憶
も
な
い
。
し
か
し
、
三
十
年
以
上
た

っ
た
現
在
で
も
頭
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
当
時
無
我
夢
中
で
必
死
に
覚

え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
覚
え
よ
う
と
し
た
時
に
は
特
に
意
味
を

考
え
る
わ
け
で
も
な
く
、
機
械
的
に
暗
記
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
記
憶
さ
れ
て

い
る
文
章
の
意
味
や
、
時
代
背
景
を
考
え
る
こ
と
は
、
自
然
に
行
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
頭
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
『
平
家
物
語
』
や
『
奥
の
細
道
』
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
も
特
に
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ
こ
で
思
う
こ
と
は
、
も
し
こ

の
必
死
に
暗
記
を
試
み
た
時
に
意
味
を
理
解
し
、
時
代
背
景
も
考
え
な
が
ら
暗

記
を
し
て
い
た
な
ら
ば
、
機
械
的
に
覚
え
る
よ
り
も
も
っ
と
容
易
に
暗
記
が
可

能
で
あ
り
、『
平
家
物
語
』
や
『
奥
の
細
道
』
に
対
す
る
意
味
合
い
や
意
義
の
考

察
も
行
わ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
は
古
典
に
対
す
る
意
識
も
深
ま
っ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
を
勉
強
さ
せ
る
上
で
大
切
な
こ
と
で

あ
る
内
容
の
理
解
と
、
そ
れ
を
も
と
に
そ
の
歴
史
的
意
義
の
考
察
を
、
史
料
の

強
制
的
暗
記
に
よ
っ
て
行
お
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
暗
記
に
対
す
る
取

り
組
む
姿
勢
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
が
、
暗
記
に
よ
っ
て
内
容
の
理
解
が
い
っ

そ
う
深
ま
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
大
切
な
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
歴

史
の
流
れ
に
生
徒
自
ら
気
づ
か
せ
る
た
め
に
も
、
最
も
重
要
な
史
料
を
一
つ
の

み
暗
記
さ
せ
て
も
暗
記
が
歴
史
の
理
解
を
助
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
一
定

の
時
代
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
史
料
を
取
り
上
げ
、
多
数
の
史
料
を
暗
記
さ

せ
、
そ
の
関
連
性
等
を
考
察
さ
せ
た
時
に
強
制
的
暗
記
が
、
日
本
史
理
解
に
役

立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
史
料
が
多
数
登
場
す
る
古
代
史
に
お
い
て
、
私
が
生

徒
に
暗
記
を
強
制
し
て
い
る
史
料
は
以
下
の
十
四
項
目
で
あ
る

　
　
　

１　
『
漢
書
』
地
理
志）
（（
（

	

─

　
　
　

２　
『
後
漢
書
』
東
夷
伝）
（（
（

　
　
　

３　
『
魏
志
』
倭
人
伝）
（（
（

	

─

　
　
　

４　

高
句
麗
好
太
王
碑
文）
（（
（

　
　
　

５　
『
宋
書
』
倭
国
伝）
（（
（

	

─

　
　
　

６　
『
隋
書
』
倭
国
伝）
（（
（

　
　
　

７　

改
新
の
詔）
（（
（

	

─

　
　
　

８　

国
分
寺
建
立
の
詔）
（（
（

　
　
　

９　

大
仏
造
立
の
詔）
（（
（

　
　
　

10　

三
世
一
身
法）
（（
（

　
　
　

11　

墾
田
永
年
私
財
法）
（（
（

	

─

　
　
　

12　
『
小
右
記）
（（
（

』

　
　
　

13　
『
愚
管
抄）
（（
（

』

　
　
　

14　
『
平
家
物
語）
（（
（

』	

─

時
代
区
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
み
る
と
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
と
は
い
か
な

い
が
、
一
つ
の
時
代
区
分
に
い
く
つ
か
の
史
料
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
必
死

に
意
味
や
時
代
背
景
を
考
え
な
が
ら
暗
記
し
た
時
、
前
の
史
料
と
の
関
連
性
を

自
然
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
歴
史
が
つ
な
が
る
と
同
時
に
、
時
代
全
体
の
様

子
も
明
確
と
な
っ
て
く
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
十
四
項
目
の
う
ち
、
指
導

す
る
人
間
が
、
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
史
料
を
一
つ
の
み
暗
記
さ
せ
て
も

意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
を
、
前
と
同
じ
奈
良
時
代
を
取
り
あ
げ

て
考
え
て
み
た
い
。

弥生時代古墳時代飛鳥時代奈良時代平安時代
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奈
良
時
代
に
必
要
と
思
わ
れ
る
史
料
は
四
項
目
で
あ
る
が
、
ま
ず
聖
武
天
皇

の
仏
教
政
策
で
あ
る
国
分
寺
建
立
の
詔
（
七
四
一
）
と
大
仏
造
立
の
詔
（
七
四

三
）
に
注
目
し
た
い
。
聖
武
天
皇
の
時
代
（
七
二
四
〜
七
四
九
）
は
政
治
的
事

件
や
疫
病
の
流
行
等
に
よ
り
社
会
的
不
安
の
多
い
時
代
で
あ
っ
た
。
仏
教
を
厚

く
信
仰
し
て
い
た
聖
武
天
皇
が
鎮
護
国
家）
（（
（

の
思
想
か
ら
国
毎
に
国
分
寺
と
国
分

尼
寺
を
設
け
さ
せ
る
命
令
を
発
し
た
。
七
重
塔
を
建
て
、
金
光
明
最
勝
王
経
な

ど
護
国
の
経
典
を
備
え
さ
せ
、
国
分
寺
に
は
僧
二
十
人
、
国
分
尼
寺
に
は
尼
十

人
ず
つ
を
お
く
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
て
全
国
的
な
大
事
業
が
国
毎
に
す
す
め

ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
聖
武
天
皇
は
、
全
国
一
丸
と
な
っ
て

の
一
つ
の
事
業
で
あ
る
盧
舎
那
大
仏
造
立
を
思
い
立
ち
、
命
じ
た
の
が
大
仏
造

立
の
詔
で
あ
る
。
十
年
を
要
し
て
完
成
す
る
東
大
寺
の
大
仏
は
こ
の
よ
う
に
、

聖
武
天
皇
の
意
識
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
聖
武
天
皇
は

一
枝
の
草
、
一
把
の
土
を
も
っ
て
造
像
に
参
加
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
お

り
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
の
寄
付
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
土
地
政
策

で
あ
る
墾
田
永
年
私
財
法
（
七
四
三
）
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
令
は
、

七
〇
一
年
、
大
宝
律
令
の
制
定
に
よ
っ
て
完
成
し
た
律
令
国
家
が
早
く
も
奈
良

時
代
の
前
半
に
衰
退
し
、
律
令
国
家
の
原
則
で
あ
る
土
地
公
有
の
原
則
を
維
持

で
き
な
く
な
り
、
土
地
の
私
有
を
認
め
る
事
と
な
っ
た
た
め
に
発
令
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
土
地
の
私
有
を
期
限
付
き
で
認
め
た
の
が
三
世
一
身
法
（
七

二
三
）
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
政
策
の
二
段
階
目
で
あ
る
大
仏
造
立
の
詔
と
土

地
政
策
の
二
段
階
目
で
あ
る
墾
田
永
年
私
財
法
は
、
と
も
に
七
四
三
年
で
こ
の

二
つ
の
法
令
が
同
じ
年
に
発
令
さ
れ
て
い
る
の
は
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
墾
田
永
年
私
財
法
で
私
財
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
財
力

を
持
つ
お
も
に
貴
族
階
級
よ
り
、
大
仏
造
立
の
た
め
の
寄
付
を
期
待
し
て
い
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
四
つ
の
法
令
が
つ

な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
の
内
容
を
理
解
し
な
が
ら
、
勿
論

時
期
も
念
頭
に
お
い
て
暗
記
を
試
み
た
場
合
に
は
、
暗
記
の
過
程
で
聖
武
天
皇

の
意
図
や
奈
良
時
代
の
様
子
が
自
然
に
定
着
し
て
ゆ
き
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
史

の
土
台
と
な
り
、
忘
れ
な
い
日
本
史
と
な
っ
て
、
受
験
勉
強
に
も
効
果
を
発
揮

し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
歴
史
的
事
項
の
羅
列
や
一
つ
の
史
料
の
み
の

暗
記
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
考
察
は
期
待
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
史
料
暗

記
を
通
じ
て
、
歴
史
を
理
解
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
指
導
す
る
上
で
当
然
注

意
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
注
意
点
を
何
点
か
挙
げ
て
み
る
。

１	

．
暗
記
さ
せ
る
過
程
で
歴
史
を
理
解
さ
せ
る
た
め
、
内
容
や
意
味
を
考
え

な
が
ら
史
料
を
回
数
多
く
読
ま
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

２	

．
一
つ
の
史
料
で
暗
記
に
費
や
す
時
間
は
、
個
人
差
は
あ
る
と
思
う
が
、
多

く
て
も
三
十
分
を
超
え
な
い
こ
と
。
受
験
用
語
と
し
て
必
要
な
用
語
は
な

る
べ
く
含
む
よ
う
に
し
、
意
味
が
取
れ
る
範
囲
で
、
必
要
の
な
い
部
分
は

は
ぶ
い
て
や
る
こ
と
。

３	

．
自
分
が
暗
記
し
て
い
る
史
料
が
受
験
問
題
で
問
わ
れ
た
時
の
た
め
に
暗

記
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
を
理
解
さ
せ
、
ま
た
定
着
さ
せ
る
た
め
、

と
い
う
こ
と
を
暗
記
さ
せ
る
以
前
に
し
っ
か
り
指
導
し
て
お
く
こ
と
。

４	
．
や
っ
と
の
こ
と
で
言
え
る
暗
記
で
は
意
味
が
な
く
、
体
の
一
部
分
に
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
一
字
一
句
確
実
に
暗
記
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の

た
め
に
は
単
元
が
終
了
し
て
も
、
授
業
時
に
お
い
て
定
着
度
の
確
認
が
定
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期
的
に
必
要
で
あ
る
。

こ
の
史
料
の
暗
記
を
以
前
は
、
一
年
次
に
日
本
史
Ａ
の
授
業
を
受
け
る
全
生

徒
に
強
制
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
同
じ
日
本
史
科
の
教
員
か
ら
、
理
系

を
希
望
す
る
生
徒
に
は
負
担
が
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
と
い
う
指
摘
を
頂
き
、
そ

の
意
見
を
採
用
し
て
現
在
は
二
年
次
以
降
の
日
本
史
選
択
者
に
対
し
て
実
施
し

て
い
る
。
二
年
次
に
お
い
て
始
め
た
頃
は
、
強
制
的
に
さ
せ
ら
れ
、
苛
立
ち
を

持
っ
て
い
た
生
徒
が
、
三
年
次
に
お
い
て
は
、
後
輩
達
に
暗
記
を
す
す
め
る
よ

う
に
な
っ
た
話
を
何
人
も
の
生
徒
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
文
句
や
不
平
不

満
を
漏
ら
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
た
生
徒
が
、
こ
の
よ
う
に
暗
記
の
必
要
性

を
感
じ
て
変
化
し
た
こ
と
は
笑
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
話
を
聞
い
て
み
る
と

受
験
勉
強
に
お
い
て
暗
記
し
て
よ
か
っ
た
と
感
じ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
を
目
指
す
に
あ
た
り
、
歴
史
を
理
解
す
る
上
で

も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
生
徒
が
後
輩
達
に
伝
え
て
く
れ
た
な
ら
ば
こ

の
上
な
く
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
史
料
の
暗

記
は
暗
記
し
た
事
よ
り
暗
記
し
た
過
程
が
大
切
で
あ
る
。
暗
記
を
さ
せ
る
際
の

指
導
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
受
験
の
た
め
の
暗
記
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ

る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

２
．
受
験
指
導
の
考
察

こ
れ
か
ら
の
日
本
史
が
、
身
に
付
け
た
日
本
史
を
も
と
に
生
徒
が
授
業
外
で

考
え
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
日
本
史
の
受
験
勉
強
も
、
い
ま

ま
で
述
べ
て
き
た
理
解
す
る
日
本
史
の
勉
強
を
も
と
に
、
授
業
外
で
各
自
が
数

多
く
の
問
題
集
を
こ
な
し
て
、
対
処
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
が
歴
史
が

た
だ
単
に
暗
記
で
は
な
く
望
ま
し
い
形
で
理
解
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
模
試
等
で
日
本
史
の
結
果
が
思
う
よ
う
に
で
て
こ
な
い
生
徒
が
多
く
、
ま

た
進
学
校
と
し
て
学
校
全
体
の
日
本
史
の
実
力
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
使
命
も
教
員
に
科
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
や
り

な
さ
い
、
あ
れ
を
や
り
な
さ
い
の
指
示
だ
け
で
は
目
的
は
達
成
で
き
な
い
。
日

本
史
の
受
験
に
向
け
て
の
実
力
養
成
は
、
指
導
の
仕
方
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く

る
も
の
で
あ
る
。
日
本
史
を
指
導
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
毎
年
、
ど
の
よ
う

な
指
導
を
し
た
ら
生
徒
が
、
自
ず
か
ら
受
験
勉
強
に
向
か
う
よ
う
に
な
る
か
を

考
え
模
索
し
て
き
た
。
通
常
の
授
業
、
補
習
、
定
期
考
査
、
課
題
等
の
指
導
を

行
う
過
程
で
、
指
導
す
る
上
で
定
期
的
な
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
指
導
内
容
を
選
び
、
最
近
数
年
間
は
そ
れ
を
基
本
に
し
た
自
分
の
ス
タ
イ

ル
で
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
。

そ
の
指
導
が
ど
の
よ
う
な
生
徒
に
ど
の
く
ら
い
効
果
が
あ
る
の
か
の
統
計
結

果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ
指
導
を
受
け
て
き
た
生
徒
の
中
で
、
全
教
科

平
均
以
下
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
史
の
み
模
試
の
結
果
が
全
国
偏

差
値
六
十
を
超
え
る
生
徒
が
目
立
ち
は
じ
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
大
学
に

よ
り
当
然
差
は
あ
る
が
、
ど
の
大
学
に
お
い
て
も
概
し
て
合
格
ラ
イ
ン
と
な
る

７
割
を
勝
ち
取
る
為
に
は
、
数
多
く
の
問
題
集
に
接
す
る
他
に
は
方
法
は
な

い
。
大
切
な
こ
と
は
、
生
徒
自
ら
が
そ
れ
を
自
覚
し
、
一
冊
で
も
多
く
の
問
題

集
に
接
す
る
習
慣
を
い
か
に
早
く
身
に
付
け
さ
せ
る
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
よ
う
な
受
験
に
対
す
る
望
ま
し
い
習
慣
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
、
あ
る
い
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は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
生
徒
、
ま
た
は
、
歴
史
を
暗
記
で
は
な
く
、
内
容
や
変

遷
と
も
に
理
解
し
て
、
定
期
考
査
で
は
上
位
の
結
果
を
出
せ
る
が
、
模
試
等
実

力
考
査
の
結
果
が
思
わ
し
く
な
い
生
徒
等
を
対
象
に
し
た
、
実
力
向
上
の
指
導

方
法
を
紹
介
・
報
告
し
た
い
。

○
定
期
考
査
の
分
析
を
活
用
す
る

テ
ス
ト
の
結
果
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
学
習
の
基
本
で
あ
り
、
ど
の
教
科
に

お
い
て
も
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
か
は
教

科
に
よ
り
、
ま
た
指
導
教
員
に
よ
り
異
な
っ
て
く
る
が
、
こ
の
大
切
な
事
柄
が
、

意
外
と
無
責
任
に
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
活
用
さ
せ
る
に

は
、
活
用
の
仕
方
を
し
っ
か
り
と
明
示
し
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
を
し
な
け
れ

ば
活
用
す
る
べ
き
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
も
、
実
際
に
実
施
す
る
の
は
一
握
り
の

生
徒
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
自
分
の
日
本
史
の
指
導
に
お
い
て
は
、
定
期

考
査
毎
に
テ
ス
ト
の
分
析
を
行
わ
せ
、
レ
ポ
ー
ト
用
紙
に
て
提
出
さ
せ
て
い

る
。そ

の
分
析
の
仕
方
で
あ
る
が
、
日
本
史
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
歴
史
用
語
を

目
に
し
た
時
に
、
そ
の
歴
史
用
語
か
ら
関
連
し
た
別
な
歴
史
用
語
を
導
く
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
他
の
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

そ
こ
で
解
答
と
な
っ
た
用
語
を
調
べ
さ
せ
る
こ
と
は
当
然
指
示
す
る
が
、
そ
れ

に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
関
連
事
項
を
導
き
出
さ
せ
る
作
業
を
強
制
し
て
い

る
。
具
体
的
な
指
示
の
出
し
方
と
し
て
徹
底
し
て
い
る
事
が
、「
各
自
が
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
問
題
集
解
説
書
を
作
成
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
教
員
が
作
成
し

た
定
期
考
査
の
解
答
に
お
け
る
解
説
書
を
、
生
徒
自
ら
作
成
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
生
徒
は
そ
の
過
程
で
一
つ
の
歴
史
用
語
に
関
す
る
関
連
事
項
を
導
き
出
さ

ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
ま
た
同
時
に
理
解
度
が
足
り
な
か
っ
た
反
省
に
つ
な
が

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
取
り
組
む
姿
勢
に
対
す
る
反
省
を
促
す
た
め

に
、
全
体
の
分
析
を
文
章
に
さ
せ
る
こ
と
も
実
施
し
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
は

時
間
的
な
制
約
か
ら
全
体
の
反
省
に
限
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
大
き
な
問
題

毎
に
分
析
さ
せ
る
と
、
よ
り
一
層
効
果
が
大
き
い
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

だ
け
の
作
業
を
さ
せ
た
か
ら
に
は
評
価
の
時
間
も
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
関

連
さ
せ
る
方
向
が
、
多
方
面
に
わ
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
工
夫
が
な
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
評
価
し
て
や
れ
ば
よ
い
。
関
連
性
の
方
向
に
偏
り
が
見
受
け
ら
れ
た

場
合
に
は
、
し
っ
か
り
コ
メ
ン
ト
し
て
や
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
初
は
戸
惑
い

を
見
せ
て
い
た
生
徒
も
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
、
よ
り
工
夫
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
を
も
と
に
次
回
の
テ
ス
ト
に
対
す
る
取

り
組
み
に
期
待
す
る
た
め
、
一
定
の
点
数
を
決
め
、
上
位
の
生
徒
に
は
自
分
が

不
正
解
で
あ
っ
た
箇
所
だ
け
を
課
し
て
い
る
が
、
全
員
全
問
取
り
組
ま
せ
る
の

が
望
ま
し
い
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
初
め
は
望
め
な
い
が
、
回
数
を
重
ね
た

三
年
生
の
中
に
は
、
点
数
が
達
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
の
反
省
か
ら

全
問
取
り
組
む
生
徒
も
若
干
名
で
は
あ
る
が
で
て
く
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、

こ
れ
に
取
り
組
む
過
程
の
重
要
性
が
生
徒
に
も
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
証
拠
で

あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
い
か
に
こ
の
作
業
を
、
定
期
考
査
以
外
の
模

試
等
で
も
、
自
発
的
に
実
践
さ
せ
る
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
指
導
の

方
法
に
よ
っ
て
導
く
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
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○
入
試
問
題
作
成
へ
の
取
り
組
み

ど
の
教
科
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
問
題
に
な
り
う
る
事
柄
と

い
う
も
の
は
、
自
ず
か
ら
決
ま
っ
て
く
る
も
の
で
、
我
々
の
間
で
は
そ
れ
を
通

常
「
ポ
イ
ン
ト
」
等
の
表
現
を
し
て
い
る
。
生
徒
の
間
で
は
い
わ
ゆ
る
「
や
ま
」

に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、「
ポ
イ
ン
ト
」
や
「
や
ま
」
な
る
も
の
は
、
歴
史
の

内
容
を
理
解
し
、
問
題
集
を
こ
な
し
て
い
く
過
程
で
自
然
と
理
解
さ
れ
て
い
く

も
の
で
あ
る
。
私
が
よ
く
教
室
で
口
に
す
る
事
で
あ
る
が
、「
や
ま
は
勉
強
し
た

な
ら
ば
大
い
に
は
っ
て
か
ま
わ
な
い
。
や
ま
が
理
解
で
き
る
く
ら
い
の
勉
強
が

必
要
で
あ
る
」
と
（
勉
強
し
な
い
で
や
ま
を
は
っ
た
場
合
に
命
取
り
に
な
る
こ

と
は
勿
論
強
調
し
た
上
で
の
話
だ
が
）。
つ
ま
り
問
題
に
な
り
う
る
よ
う
な
重

要
な
事
柄
は
、
勉
強
の
過
程
で
自
分
で
発
見
し
て
い
く
も
の
、
と
い
う
よ
り
は
、

自
然
に
理
解
さ
れ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
取
り
組

む
過
程
が
重
要
で
、
内
容
を
理
解
せ
ず
、
た
だ
単
に
歴
史
的
用
語
の
暗
記
で
は
、

ど
ん
な
に
多
く
の
時
間
を
か
け
て
も
出
題
者
の
意
図
や
問
題
の
パ
タ
ー
ン
な
る

も
の
は
見
え
て
こ
な
い
。

そ
こ
で
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
指
導
方
法
に
加
え
、
実
践
さ
せ
て
い
る
事
柄

が
、
長
期
休
暇
を
利
用
し
て
の
入
試
問
題
作
成

4

4

4

4

4

4

の
課
題
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も

ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
ポ
イ
ン
ト
が
自
然
に
理
解
で
き

る
よ
う
な
取
り
組
み
を
助
け
る
一
方
法
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た

い
。
こ
の
課
題
を
通
じ
て
、
内
容
や
変
遷
を
よ
り
一
層
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
は
じ
め
た
当
初
は
、
内
容
や
変
遷
を
否
が
応
で
も
理

解
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
う
い
う
期
待
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
回
を
重

ね
る
毎
に
指
導
者
側
に
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
後

の
指
導
に
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
。
そ
の
点
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

１	

．
問
題
の
形
式
や
工
夫
は
自
由
と
す
る
為
、
生
徒
の
日
本
史
に
対
す
る
意

識
や
取
り
組
み
が
し
っ
か
り
と
問
題
作
成
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
い
わ
ば

心
理
テ
ス
ト
的
要
素
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
段
自
分
が
時
期
や
年

代
に
注
意
し
て
勉
強
し
て
い
る
生
徒
は
、
自
然
に
年
代
や
順
番
を
問
う
問

題
が
目
立
ち
、
意
味
な
ど
を
重
視
す
る
者
は
、
論
述
・
記
述
問
題
が
多
く

な
る
。
ま
た
、
や
た
ら
細
か
い
こ
と
を
問
い
た
が
る
生
徒
、
あ
る
い
は
難

問
ば
か
り
並
べ
る
生
徒
な
ど
、
中
に
は
教
員
が
思
い
も
つ
か
な
い
と
こ
ろ

に
目
を
つ
け
、
感
心
さ
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
思
わ
ず
笑
い
が
出

て
し
ま
う
も
の
ま
で
登
場
す
る
。
個
人
的
な
偏
り
は
勿
論
、
生
徒
全
体
に

共
通
す
る
長
所
・
短
所
等
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
授
業
を
展
開
す
る

上
で
大
い
に
参
考
に
し
て
い
る
。

２	

．
こ
れ
も
指
導
の
上
で
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
点
で
は
前
の
事
柄
と
同
じ

で
あ
る
が
、
思
い
も
よ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
生
徒
が
間
違
っ
た
解
釈
を
し

て
、
そ
の
人
数
が
予
想
以
上
で
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
点
数
を
決
め
て
史
料
問
題
を
必
ず
含
め
る
よ
う
指
示

を
出
し
た
時
に
、
教
科
書
の
史
料
の
冒
頭
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
題
を
、
そ

れ
が
正
式
な
史
料
名
や
出
典
の
名
称
と
勘
違
い
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

指
導
者
の
指
導
不
足
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
機

に
、
史
料
名
や
出
典
の
名
称
に
つ
い
て
は
十
分
な
注
意
を
は
ら
い
指
導
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
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設
問
に
は
必
ず
赤
ペ
ン
で
模
範
解
答
を
記
入
さ
せ
る
た
め
、
誤
字
の
多
い

（
生
徒
が
間
違
え
や
す
い
）
歴
史
的
事
項
も
、
定
期
考
査
や
他
の
課
題
よ
り
も
多

く
発
見
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
徒
に
も
教
員
に
も
有
益
な

指
導
方
法
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
り
過
程
が
意
味
あ
る
も
の
に
な
る
為
に

は
、
当
然
提
出
さ
せ
る
に
あ
た
り
注
意
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
注
意
点

を
列
挙
す
る
と

１	

．
変
遷
を
理
解
さ
せ
る
為
に
も
、
教
科
書
の
一
・
二
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
こ
と

に
よ
り
問
題
が
完
成
し
て
し
ま
う
よ
う
な
状
態
で
は
無
意
味
で
あ
る
。
長

い
時
代
に
わ
た
っ
て
の
問
題
作
成
が
望
ま
し
い
旨
を
あ
ら
か
じ
め
指
導
し

て
お
く
べ
き
で
、
事
前
指
導
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

２	

．
あ
ら
ゆ
る
部
門
に
目
を
向
け
さ
せ
る
た
め
、
点
数
を
決
め
て
、
テ
ー
マ
史

や
時
代
を
限
定
し
て
や
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
前
に
説
明
し
た
よ

う
に
、
史
料
の
学
習
が
時
代
の
流
れ
を
つ
か
む
こ
と
に
も
な
る
為
、
史
料

問
題
も
義
務
付
け
る
の
が
よ
い
。

３	

．
長
期
休
暇
を
利
用
し
て
の
時
間
の
か
か
る
作
業
の
為
、
評
価
に
費
や
す

時
間
も
そ
れ
相
応
に
必
要
で
あ
る
。
時
間
を
か
け
、
問
題
の
偏
り
、
時
代

の
偏
り
、
問
題
形
式
の
工
夫
な
ど
し
っ
か
り
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
や
る
べ

き
で
あ
る
。
時
間
的
な
制
約
が
あ
る
が
、
史
料
問
題
を
経
験
し
た
な
ら
ば
、

教
科
書
の
絵
や
写
真
を
使
用
し
て
の
問
題
も
取
り
入
れ
る
の
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
入
試
問
題
作
成
の
課
題
は
、
長
期
休
暇
を
利
用
し
て
時
間
を
か
け
て
完

成
さ
れ
る
の
も
で
あ
る
だ
け
に
、
取
り
組
む
姿
勢
に
つ
い
て
の
事
前
指
導
が
重

要
と
な
っ
て
く
る
。
設
問
の
体
裁
を
整
え
る
こ
と
の
み
を
急
ぎ
、
歴
史
用
語
の

内
容
や
、
時
代
の
変
遷
を
理
解
せ
ず
、
完
成
を
急
ぐ
と
、
問
題
集
を
丸
写
し
し

た
も
の
と
同
様
、
取
り
組
む
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
問
題
集
を
参
考
に

す
る
こ
と
は
大
い
に
結
構
で
あ
る
が
、
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
完
成
さ
せ
る

よ
う
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
自
分
が
採
用
し
て
い
る
受
験
の
指
導
法
の
う
ち
、

是
非
他
教
科
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
、
他
教
科
が
行
う
際
の
意
見
を
基
に
、

日
本
史
の
指
導
に
役
立
た
せ
た
い
指
導
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
こ

の
課
題
の
指
導
法
は
、
他
教
科
の
意
見
を
最
も
参
考
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る

も
の
で
、
そ
の
多
く
の
意
見
が
、
重
要
で
あ
る
事
前
指
導
を
、
さ
ら
に
向
上
さ

せ
る
は
ず
で
あ
る
。

○
確
認
小
テ
ス
ト
か
ら
問
題
集
の
意
義
へ

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
受
験
の
た
め
の
実
力
向
上
は
、
問
題
集
へ
の
取
り

組
み
の
積
み
重
ね
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
認
識
し
、
ど
う
や
っ
て
自
分

か
ら
取
り
組
ま
せ
る
か
、
が
ど
の
教
員
も
頭
を
か
か
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
や
ら
さ
れ
る
取
り
組
み
か
ら
自
分
か
ら
の
取
り
組
み
に
変
え
る
た
め
に

は
、
問
題
集
の
意
義
に
気
付
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

授
業
時
や
講
習
時
に
お
い
て
、
入
試
問
題
の
解
答
解
説
を
行
っ
て
い
る
時
に

よ
く
見
か
け
る
光
景
で
嫌
味
を
言
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
生

徒
が
ノ
ー
ト
に
書
い
た
解
答
に
、
赤
ペ
ン
を
使
い
○
と
×
を
つ
け
、
あ
た
か
も
、

解
答
用
紙
を
再
提
出
す
る
が
ご
と
く
、
き
れ
い
に
仕
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
や
×
は
教
員
が
判
定
を
く
だ
す
と
き
に
使
用
す
れ
ば
よ
い
も
の
で
、
提
出
す
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る
必
要
が
な
い
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
に
丁
寧
な
判
定
は
無
駄
で
あ
る
。
そ
れ
よ

り
も
、
模
範
解
答
に
関
連
す
る
必
要
事
項
を
記
入
す
る
方
が
重
要
だ
と
思
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
を
み
る
と
、
丁
寧
で
几
帳
面
と
い
う
両
面
の
外
に
、
問
題
集
の

役
割
が
、
知
識
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
、
あ
る
い
は
自
分
の
勉
強
の
度
合
い

を
は
か
る
も
の
、
ま
た
は
模
試
の
準
備
的
の
も
の
等
に
誤
っ
て
認
識
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
っ
て
く
る
。
問
題
集
に
接
す
る
こ
と
で
多
数
の

文
章
表
現
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
同
じ
歴
史
事
項
で
も
表
現
の
仕
方
が
ま
ち
ま

ち
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
、
多
方
面
か
ら
の
問
わ
れ
方
に
対
処
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
英
語
の
単
語
を
辞
書
で
調
べ
る
時
に
、
意
味
だ
け
で
は
な
く
使
わ

れ
方
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
て
も
同
じ

単
語
を
何
度
も
調
べ
る
作
業
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
自
動

車
運
転
免
許
の
学
科
試
験
を
受
け
ら
れ
た
先
生
方
も
少
な
く
な
い
と
思
う
が
、

教
本
だ
け
で
は
絶
対
に
九
十
点
の
合
格
点
を
突
破
で
き
な
い
の
も
納
得
が
い
く

は
ず
で
あ
る
。
問
題
集
で
理
解
を
深
め
、
実
力
を
つ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

認
識
で
き
た
時
、
さ
せ
ら
れ
る
取
り
組
み
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
の
取
り
組
み

へ
と
か
わ
り
、
望
ま
し
い
状
態
で
習
慣
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
問

題
集
に
つ
い
て
は
、
解
答
・
解
説
が
丁
寧
な
も
の
は
勿
論
だ
が
、
よ
り
多
く
の

文
章
が
記
載
さ
れ
た
問
題
集
が
望
ま
し
い
こ
と
も
自
分
か
ら
気
づ
い
て
く
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
教
員
に
「
問
題
集
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
よ
い
で
す
か
」
と
の

質
問
も
結
構
だ
が
、
よ
り
望
ま
し
い
の
は
、
自
分
で
実
力
向
上
に
相
応
し
い
も

の
を
発
見
で
き
る
こ
と
が
、
更
な
る
発
展
へ
と
つ
な
が
る
事
を
気
付
か
せ
た
い
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
問
題
集
の
意
義
を
認
識
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の

方
向
付
け
と
し
て
私
が
日
本
史
選
択
者
に
対
し
て
実
践
し
て
い
る
こ
と
が
、
問

題
集
の
確
認
テ
ス
ト
で
あ
る
。
副
教
材
と
し
て
購
入
さ
せ
た
問
題
集）
（（
（

の
範
囲
を

決
め
、
定
期
的
に
全
く
同
じ
問
題
で
小
テ
ス
ト
を
実
施
す
る
の
で
あ
る
。
授
業

時
の
最
初
の
約
十
五
分
間
を
使
用
し
、
特
に
点
数
は
つ
け
ず
原
則
全
問
正
解
を

合
格
（
問
題
に
よ
っ
て
は
若
干
柔
軟
性
を
も
た
せ
る
）
と
し
、
不
合
格
者
に
は

数
回
の
文
章
丸
写
し
の
課
題
を
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
課
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
の

よ
り
教
科
書
以
外
の
文
章
に
慣
れ
親
し
ま
せ
る
の
が
狙
い
で
あ
る
。
よ
っ
て
ペ

ナ
ル
テ
ィ
も
罰
が
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
、
し
っ
か
り
指
導
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
一
ク
ラ
ス
四
十
数
名
の
う
ち
、
は
じ
め
の
合
格
者
は
十
名
前
後
で
あ
る

が
、
回
を
重
ね
る
毎
に
確
実
に
合
格
者
の
人
数
が
増
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
も

し
半
数
近
く
の
生
徒
が
合
格
と
な
っ
た
場
合
に
は
大
成
功
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
合
格
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
生
徒
に
視
点
を
宛
て
て
み
る
と
、
は
じ
め

は
十
名
の
合
格
者
が
次
回
は
十
五
名
に
な
っ
た
と
し
た
場
合
、
増
え
た
五
名
の

生
徒
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
避
け
る
こ
と
を
目
的
に
頑
張
っ
た
生
徒

で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
が
、
他
教
科
を
し
の
い
で
日
本
史
の
み
全
国
偏
差

値
六
十
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の

五
名
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
確
認
テ
ス
ト
を
経
験
し
た

生
徒
達
が
、
初
め
て
日
本
史
の
模
試
を
経
験
し
た
時
に
、
必
ず
や
手
ご
た
え
を

感
じ
、
勿
論
全
員
と
は
い
か
な
い
が
、
問
題
集
の
大
切
さ
を
認
識
し
、
自
然
に

習
慣
化
さ
せ
て
い
く
生
徒
が
増
え
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
の
受
験
指
導
と
同
様
に

問
題
点
等
を
並
べ
る
と

１	
．
時
間
的
制
約
か
ら
、
回
を
重
ね
た
場
合
、
前
の
範
囲
を
重
複
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
古
い
範
囲
は
何
回
も
重
複
し
て
勉
強
す
る
こ
と
に
な
る
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が
、
新
た
な
範
囲
が
ど
う
し
て
も
手
薄
に
な
る
。

２	
．
問
題
集
と
問
題
を
同
じ
に
す
る
為
、
授
業
時
に
行
う
場
合
に
は
、
ク
ラ
ス

毎
に
問
題
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
受
け
持
っ
て
い
る

ク
ラ
ス
分
だ
け
の
問
題
が
必
要
に
な
る
。

一
冊
で
も
多
く
の
問
題
集
を
こ
な
し
て
い
く
、
そ
の
習
慣
化
の
必
要
性
に
自

分
で
気
付
く
た
め
に
も
、
ま
ず
は
、
副
教
材
で
あ
る
一
冊
の
問
題
集
を
体
の
一

部
に
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
試

験
監
督
等
、
教
科
を
超
え
て
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
受
験
指
導
の
方
法
を
三
つ
報
告
・
紹
介
し
て
き
た
。
定
期
考
査
の
分

4

4

4

4

4

4

析
、
入
試
問
題
作
成
、
問
題
集
の
確
認
テ
ス
ト

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
三
つ
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
指
導
方
法
は
、
確
か
に
、
こ
れ
か
ら
日
本
史
の
実
力
を
つ
け
て

い
こ
う
と
考
え
る
生
徒
、
あ
る
い
は
、
実
力
向
上
の
た
め
の
習
慣
的
方
法
が
発

見
で
き
て
い
な
い
生
徒
等
を
対
象
に
考
案
さ
れ
、
始
め
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
は

否
定
し
な
い
。
が
、
歴
史
の
流
れ
や
問
題
集
の
習
慣
化
を
理
解
し
、
全
国
偏
差

値
六
十
を
す
で
に
上
回
っ
て
い
る
生
徒
に
と
っ
て
も
有
益
で
、
時
間
の
無
駄
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
生
徒
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
積

み
重
ね
る
過
程
で
自
分
の
盲
点
と
な
っ
て
い
る
時
代
や
部
門
史
、
追
求
す
べ
き

問
題
集
を
発
見
で
き
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
個
人
の
家
庭
教
師
で
は
な
い

我
々
が
、
生
徒
の
間
に
差
が
あ
る
中
で
、
ど
の
生
徒
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
か
、

各
教
科
に
お
い
て
も
常
に
付
き
ま
と
う
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
、
多
く

の
生
徒
か
ら
指
示
を
得
ら
れ
て
い
る
塾
や
予
備
校
の
各
講
師
の
先
生
方
や
、
実

力
の
差
が
激
し
い
、
公
立
の
小
学
校
・
中
学
校
の
先
生
方
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ

る
。
た
だ
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
学
校
に
お
い
て
も
塾
や
予
備
校
に
お
い

て
も
、
ど
の
先
生
方
も
、
一
部
の
生
徒
を
対
象
に
考
案
さ
れ
た
こ
と
で
も
、
結

果
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
生
徒
に
有
益
と
な
る
指
導
方
法
を
模
索
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
れ
ら
三
点
の
指
導
に
つ
い
て
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
上
位
に
位
置
す
る

生
徒
達
が
、
回
を
重
ね
る
毎
に
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
を
目
指
し
た
り
、
よ
り
よ
い
工

夫
を
追
及
し
て
い
る
様
子
が
覗
え
る
。
そ
う
い
う
点
で
こ
の
三
点
は
自
信
を
も

っ
て
あ
ら
ゆ
る
生
徒
に
有
益
で
あ
る
と
確
信
で
き
る
。

受
験
が
年
毎
に
変
化
し
て
い
る
状
況
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
対
処
を
は
じ

め
、
受
験
指
導
に
お
け
る
課
題
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
時
間
内
で

こ
れ
ら
の
指
導
を
い
か
に
よ
く
し
て
い
く
か
、
ま
た
す
べ
て
授
業
指
導
に
お
い

て
実
施
し
て
い
る
た
め
、
日
本
史
を
受
験
科
目
と
し
て
必
要
と
し
な
い
生
徒
も

若
干
名
で
は
あ
る
が
い
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
次
は
上
位
者
に
視
点
を
あ
て
、

そ
の
指
導
が
あ
ら
ゆ
る
生
徒
に
有
益
と
な
る
よ
う
な
指
導
が
あ
る
の
で
は
と
現

在
検
討
中
で
あ
る
。

お
わ
り
に

高
等
学
校
に
お
け
る
日
本
史
の
授
業
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
で
始
ま
っ
た
今
回

の
報
告
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
に
向
け
て
、
理
解
す
る
日
本
史
と
、

大
学
入
試
に
向
け
て
の
受
験
指
導
の
日
本
史
と
、
別
々
に
説
明
し
て
き
た
。
こ

の
両
者
は
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
過
去
の
歴
史
用
語
の
羅
列
を
目
的
に
行
わ
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら

の
発
展
は
望
め
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
史
に
な
り
う
る
よ
う
な
授
業
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
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く
か
は
、
各
教
員
の
持
ち
味
が
生
か
さ
れ
て
考
案
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
下
地
を
つ
く
っ
て
や
る
こ
と
も
授
業
に
お
い
て
大
切
な
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
努
力
が
怠
っ
た
場
合
に
は
、
歴
史
に
お
け
る
研
究
知
識
や
能
力

が
あ
っ
て
す
ば
ら
し
い
授
業
展
開
が
で
き
た
と
し
て
も
、
歴
史
は
暗
記
の
教
科

で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
私
は
、
歴
史
の
変
遷

4

4

4

4

4

や
史
料
を
重
視
し
て
の
理
解
す
る
日
本
史

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
提
唱

し
た
。
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
よ
り
一
層
の
追
求

が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
当
然
理
解
す
る
日
本
史
に
向
け
て
の
方
法

を
考
案
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
発
展
が
自
ず
か
ら
、
生
徒
の
受

験
に
対
す
る
意
識
も
望
ま
し
い
方
向
へ
と
導
い
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

受
験
指
導
に
つ
い
て
は
、
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
歴
史
的
用

語
の
関
連
性
を
把
握
し
、
あ
ら
ゆ
る
設
問
に
対
応
で
き
る
力
を
養
う
と
同
時

に
、
問
題
集
の
習
慣
化
の
大
切
さ
に
気
付
か
せ
る
事
を
目
標
に
、
定
期
考
査
の

4

4

4

4

4

分
析
、
入
試
問
題
作
成
の
課
題

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
問
題
集
の
確
認
テ
ス
ト

4

4

4

4

4

4

4

4

4

等
を
提
唱
し
た
。
こ

れ
も
当
然
、
望
ま
し
い
方
向
へ
向
け
て
の
考
察
が
ま
だ
ま
だ
必
要
で
あ
る
が
、

生
徒
が
こ
れ
ら
の
過
程
を
し
っ
か
り
と
踏
む
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
は
、
入
試

の
成
功
は
勿
論
だ
が
、
こ
の
過
程
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
の
た
め
の
素
材
に
つ

な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
実
生
活
に
向
け
て
の
日
本
史
の
指
導
と
、
受
験
指

導
は
、
相
乗
効
果
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
相
乗

効
果
を
も
た
ら
す
様
、
指
導
が
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

人
間
社
会
ど
こ
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
目
的
に
向

か
っ
て
邁
進
し
た
こ
と
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
以
外
に
大
き
な
効
果
や

成
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
が
生
活
す
る
上
で
、
気
を
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
そ
の
逆
で
あ
る
。
や
る
べ
き
こ
と
を
怠
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
目
的
が
達
成
で
き
な
い
以
上
に
別
な
マ
イ
ナ
ス
が
大
き
い
と
い
う
こ

と
。
私
は
、
以
前
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
の
監
督
を
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た

時
期
が
あ
る
が
、
そ
の
指
導
の
時
に
よ
く
口
に
し
て
い
た
こ
と
が
、「
と
る
べ
き

ア
ウ
ト
を
取
れ
な
か
っ
た
と
き
の
マ
イ
ナ
ス
は
想
像
以
上
に
大
き
い
」
と
。
日

本
史
の
指
導
も
一
つ
の
目
的
を
徹
底
さ
せ
る
べ
く
過
程
が
し
っ
か
り
と
踏
ま
れ

た
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
以
上
に
プ
ラ
ス
は
大
き
い
。
が
そ
の
逆
の

マ
イ
ナ
ス
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
史
の
授
業
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
私
は
、
こ
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
に

つ
い
て
、
日
本
史
を
通
じ
て
ど
う
教
え
る
か
を
授
業
の
あ
る
べ
き
す
が
た
の
一

つ
に
考
え
て
い
る
。
望
ま
し
い
の
は
、
歴
史
的
事
実
か
ら
そ
の
こ
と
を
生
徒
に

気
付
か
せ
る
よ
う
な
授
業
展
開
で
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。
し
か
し
、

歴
史
事
実
で
は
な
く
、
今
回
紹
介
・
報
告
し
た
指
導
に
取
り
組
む
過
程
で
も
、

相
乗
効
果
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
を
十
分
理
解
で

き
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
事
実
で
の
学
習
で
は
な
く
、
歴
史
へ
の

取
り
組
む
過
程
で
の
学
習
で
あ
る
。
最
後
に
も
う
一
度
言
及
す
る
が
、
こ
れ
か

ら
の
日
本
史
に
向
け
て
の
理
解
す
る
日
本
史
や
、
関
連
事
項
を
導
き
出
せ
る
よ

う
な
受
験
の
日
本
史
に
取
り
組
み
、
相
乗
効
果
を
経
験
で
き
た
な
ら
ば
、
歴
史

的
事
実
は
大
い
に
忘
れ
て
か
ま
わ
な
い
。
取
り
組
む
過
程
の
日
本
史
が
重
要

で
、
記
憶
さ
れ
た
日
本
史
は
一
切
必
要
な
い
の
で
あ
る
。
年
代
を
例
に
あ
げ
れ

ば
、
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
・
江
戸
幕
府
の
創
設
く
ら
い
は
常
識
と
し
て
記
憶

し
て
い
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
。
た
と
え
そ
れ
を
知
ら
な
く
て
も
世
の
中

は
十
分
に
渡
っ
て
い
け
る
は
ず
で
あ
る
。
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今
回
こ
の
よ
う
に
報
告
の
よ
い
機
会
が
与
え
ら
れ
た
た
め
、
こ
れ
に
よ
り
多

く
の
ご
意
見
や
ご
指
摘
を
頂
き
、
さ
ら
に
取
り
組
む
過
程
が
重
要
に
成
り
う
る

授
業
を
目
指
し
て
、
努
力
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
同
教
科
は
勿
論
、

是
非
、
教
科
を
超
え
て
の
ご
意
見
を
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）
政
治
の
中
心
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
に
よ
る
時
代
区
分
を
い
う
。

（
２
）
難
波
京
（
摂
津
国
）・
恭
仁
京
（
山
城
国
）・
紫
香
楽
宮
（
近
江
国
）
に
遷
都
し

た
時
期
も
あ
る
。
ま
た
広
義
に
は
七
九
四
年
の
平
安
京
遷
都
ま
で
を
い
う
場
合
も

あ
る
。

（
３
）
藤
原
（
中
臣
）
鎌
足
の
二
男
。
大
宝
律
令
、
養
老
律
令
制
定
に
活
躍
。
律
令
制

確
立
に
貢
献
。

（
４
）
天
武
天
皇
の
孫
。
藤
原
没
後
従
二
位
右
大
臣
と
し
て
政
界
の
首
班
と
な
る
。

（
５
）
藤
原
不
比
等
の
子
四
人
で
、
武
智
麻
呂
（
南
家
）、
房
前
（
北
家
）、
宇
合
（
式

家
）、
麻
呂
（
京
家
）。
聖
武
天
皇
の
皇
后
と
な
る
光
明
子
は
そ
の
妹
。

（
６
）
美
努
王
の
子
。
藤
原
四
兄
弟
の
没
後
、
大
納
言
、
右
大
臣
と
な
り
、
聖
武
天
皇

の
も
と
で
政
権
を
掌
握
。

（
７
）
南
家
武
智
麻
呂
の
二
男
。
光
明
皇
后
の
信
任
を
得
て
、
政
界
に
進
出
。
七
五
八

年
、
恵
美
押
勝
と
改
名
。

（
８
）
法
相
宗
義
淵
の
弟
子
。
称
徳
天
皇
庇
護
下
に
政
界
に
進
出
。
仏
教
重
視
の
政
策

を
推
進
。

（
９
）
天
智
天
皇
の
孫
。
六
十
二
歳
で
藤
原
永
手
、
藤
原
百
川
ら
に
擁
立
さ
れ
、
律
令

制
再
編
の
先
駆
的
施
策
を
進
め
た
。
子
が
桓
武
天
皇
。

（
10
）
文
武
天
皇
の
子
と
し
て
藤
原
京
に
生
ま
れ
る
。
七
二
四
年
、
元
正
天
皇
の
譲
り

を
う
け
て
即
位
。
藤
原
不
比
等
の
娘
光
明
子
を
皇
后
と
す
る
。
仏
教
を
厚
く
信
仰
し

た
（
11
）
歴
史
学
研
究
の
材
料
と
な
る
文
献
を
さ
す
。

（
12
）
後
漢
の
班
固
が
著
し
た
歴
史
書
が
、『
漢
書
』
で
、
地
理
志
に
倭
人
の
記
事
が
あ

る
。
日
本
に
関
す
る
最
古
の
文
献
で
、
紀
元
前
一
世
紀
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

（
13
）
南
朝
宋
の
茫
曄
の
撰
が
『
後
漢
書
』
で
、
東
夷
伝
倭
条
に
、
一
〜
二
世
紀
の
倭

国
の
遣
使
の
記
事
が
あ
る
。

（
14
）
中
国
の
正
史
で
あ
る
『
三
国
志
』
の
『
魏
書
』
東
夷
伝
倭
人
条
の
略
称
。
邪
馬

台
国
を
含
め
、
３
世
紀
の
倭
国
の
状
況
を
記
す
同
時
代
の
中
国
か
ら
み
た
貴
重
な

史
料
。

（
15
）
高
句
麗
の
長
寿
王
が
建
て
た
高
さ
六
・
四
メ
ー
ト
ル
の
石
碑
に
刻
ま
れ
た
碑
文
。

長
寿
王
の
父
で
あ
る
好
太
王
（
広
開
土
王
と
も
い
う
）
の
在
位
、
対
外
戦
争
の
勲
績

を
記
す
。

（
16
）
中
国
南
朝
の
正
史
。
巻
九
七
夷
蛮
伝
の
倭
国
条
は
、
倭
の
五
王
（
五
世
紀
）
の

根
本
史
料
。

（
17
）
隋
朝
の
歴
史
を
記
し
た
中
国
の
正
史
の
一
つ
。
巻
八
十
一
の
東
夷
伝
に
倭
国
の

条
あ
り
。
六
〇
七
年
に
倭
王
の
使
者
（
小
野
妹
子
）
が
書
を
も
た
ら
し
た
事
等
を
載

せ
る
。

（
18
）
六
四
六
（
大
化
二
）
年
、
孝
徳
天
皇
に
よ
っ
て
難
波
長
柄
豊
碕
宮
で
発
せ
ら
れ

た
四
か
条
か
ら
な
る
詔
で
、
律
令
体
制
の
骨
格
を
な
す
。

（
19
）
七
四
一
（
天
平
十
三
）
年
、
聖
武
天
皇
が
発
し
た
詔
で
、
国
分
寺
・
国
分
尼
寺

の
運
営
を
規
定
。

（
20
）
河
内
国
知
識
寺
の
丈
六
仏
を
拝
し
た
聖
武
天
皇
の
発
願
に
よ
り
、
七
四
三
年
、

近
江
紫
香
楽
宮
で
造
営
が
開
始
さ
れ
た
。

（
21
）
七
二
三
（
養
老
七
）
年
、
発
布
さ
れ
た
開
墾
を
奨
励
す
る
法
令
。
新
し
く
灌
漑

施
設
を
設
け
た
場
合
は
三
代
、
旧
来
の
施
設
を
利
用
し
た
場
合
は
本
人
一
代
の
用

益
権
を
認
め
た
。

（
22
）
七
四
三
（
天
平
十
五
）
年
に
発
布
さ
れ
た
墾
田
を
永
年
収
公
せ
ず
私
財
と
す
る

法
令
。
荘
園
発
展
の
基
礎
と
な
る
。

（
23
）
後
小
野
宮
右
大
臣
藤
原
実
資
の
日
記
で
、
摂
関
政
治
全
盛
期
の
中
央
政
界
の
情

勢
が
詳
細
か
つ
正
確
に
描
か
れ
る
。

（
24
）
鎌
倉
前
期
慈
円
が
著
し
た
史
書
。
国
初
か
ら
承
久
の
乱
前
後
ま
で
の
歴
史
を
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
記
録
荘
園
券
契
所
の
設
置
の
部
分
。



國學院高等学校「外苑春秋」第１号　2011年 38

（
25
）
平
安
時
代
末
期
に
活
躍
し
た
平
清
盛
と
一
門
の
興
亡
の
歴
史
を
描
い
た
軍
記
物

語
。

（
26
）
仏
教
の
教
説
に
基
き
、
仏
や
菩
薩
が
国
家
を
鎮
護
す
る
と
い
う
思
想
。

（
27
）
数
研
出
版
『
重
要
問
題
演
習
日
本
史
Ｂ
』
を
使
用

【
参
考
辞
典
】

○
『
日
本
史
辞
典
』
岩
波
書
店

○
『
国
史
大
事
典
』
吉
川
弘
文
館

○
『
日
本
歴
史
大
辞
典
』
河
出
書
房

【
参
考
文
献
】

○
「
奈
良
朝
政
治
の
推
移
」
笹
山
晴
生

	
	

『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
古
代
３
』（
一
九
六
七
）

○
「
奈
良
時
代
の
政
治
過
程
」
野
村
忠
夫

	
	

『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
古
代
３
』（
一
九
七
六
）

○
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』
井
上
光
貞

	
	

岩
波
書
店
（
一
九
七
一
）

○
『
藤
原
仲
麻
呂
』
岸
俊
男

	
	

吉
川
弘
文
館
（
一
九
六
九
）

○
『
道
鏡
』
横
田
健
一

	
	

吉
川
弘
文
館
（
一
九
五
九
）


