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授

実
業

践
報
告

一　

は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
例
年
一
月
末
に
、
卒
業
後
の
進
路
の
決
定
し
た
三
年
生
を
対
象

に
、「
特
別
授
業
Ｂ
」
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
授
業
は
、
教
科
書
を
中
心
と

し
た
教
科
内
容
か
ら
離
れ
、
教
員
の
裁
量
で
比
較
的
自
由
な
テ
ー
マ
を
扱
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
機
会
を
活
用
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
授
業
づ
く
り
」
の
研
究

会
で
と
り
く
ん
で
き
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
授
業
案
の
実
践
を
試
み
て
き
た
。
お
も

に
日
本
の
歴
史
と
文
化
に
関
わ
る
素
材
を
と
り
あ
げ
、
ふ
だ
ん
無
自
覚
な
自
国

文
化
へ
の
理
解
と
愛
着
を
育
む
こ
と
を
め
ざ
す
内
容
で
あ
る
。

　

昨
年
度
の
『
外
苑
春
秋
』
で
は
、「
さ
く
ら
と
日
本
人　

桜
に
託
さ
れ
た
日

本
的
心
情
」
と
題
し
た
授
業
実
践
を
報
告
し
た
。
さ
く
ら
を
テ
ー
マ
に
し
た
最

近
の
ヒ
ッ
ト
曲
を
手
が
か
り
に
、
古
代
・
中
世
・
近
代
に
詠
ま
れ
た
和
歌
を
資

料
と
し
て
、
さ
く
ら
に
対
す
る
日
本
人
の
心
情
を
探
る
内
容
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
私
た
ち
の
先
人
た
ち
が
、
い
か
に
「
文
字
」
を
工
夫
し
て
き
た
か

を
学
ぶ
授
業
の
実
践
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
わ
が
国
が
古
代
に
「
漢
字
」
を

輸
入
し
て
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
「
か
な
」
文
字
を
発
達
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
。

そ
の
過
程
を
追
う
こ
と
で
、
外
来
文
化
に
対
す
る
日
本
人
の
文
化
の
意
識
を
探

っ
て
い
く
こ
と
が
、
授
業
の
ね
ら
い
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
下
の
授
業
の
展
開
で
は
、
実
際
の
現
場
の
雰
囲
気
に
近
づ
け
る
形
で
報
告

し
た
い
。
○
印
を
付
し
た
も
の
が
生
徒
の
発
言
で
あ
る
。
ま
た
【
問
題
一
〜

四
】
お
よ
び
【
資
料
一
〜
六
】、【
授
業
の
感
想
】
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
意

し
て
、
授
業
中
に
生
徒
に
記
入
さ
せ
た
う
え
で
発
言
さ
せ
た
。

二　

授
業
の
展
開

（
一
）
日
本
の
文
字
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う

　

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
な
ど
の
雑
誌
を
ひ
ら
く
と
、
あ
ら
た
め
て
、
い
ろ
ん
な
種

類
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
注
意
し
て
み
る
と
、

漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
あ
れ
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
文

字
（
数
字
）
さ
ら
に
フ
リ
ガ
ナ
の
小
さ
い
文
字
な
ど
。
に
ぎ
や
か
で
、
多
様
な

文
字
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
常
ほ
と
ん
ど
自
覚
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
わ
た
し
た
ち
は
一
つ
の
文
章
の

中
で
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
文
字
を
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
瞬
時
に
読
み
分
け
、
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使
い
分
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
日
本
人
の
文
字
は
、
複
雑
な
も
の
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
確
認
し
ま
す
か
ら
、
次
の
問
題
を
考
え
て
み
て

下
さ
い
。

【
問
一
】「
せ
ん
こ
う
」
と
読
む
漢
字
を
、
思
い
つ
く
限
り
書
い
て
く
だ
さ
い
。

○
大
学
の
学
部
・
学
科
の
「
専
攻
」
と
か
。

○
お
墓
参
り
の
と
き
の
「
線
香
」。

○
つ
よ
い
光
が
あ
ら
わ
れ
る
「
閃
光
」
も
あ
る
。

○
野
球
の
「
先
攻
・
後
攻
」
の
「
先
攻
」
で
も
い
い
で
し
ょ
。

○
先
生
の
こ
と
、「
先
公
」（
笑
）。

　

い
く
つ
書
け
た
で
し
ょ
う
か
。「
線
香
・
専
攻
・
閃
光
・
先
攻
・
先
公
（
笑
）」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
熟
語
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
ほ
か
に
も
「
戦
功
・
選

考
・
先
行
・
潜
航
」
と
。
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
、
同
じ
発
音
の

言
葉
な
の
に
、
文
字
で
あ
ら
わ
す
と
何
種
類
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
自
然

に
、
文
脈
や
会
話
の
中
か
ら
そ
の
漢
字
を
当
て
は
め
て
理
解
し
て
い
る
の
で

す
。

【
問
二
】「
十
一
月
三
日
は
ち
ょ
う
ど
祝
日
で
日
曜
日
で
す
」
日
の
字
を
そ
れ
ぞ

れ
ど
う
読
み
ま
す
か
。

○
み
っ
「
か
」、
し
ゅ
く
「
じ
つ
」、「
に
ち
」
よ
う
「
び
」。

　

皆
さ
ん
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
読
め
ま
す
ね
。
短
い
一
文
の
中
に
４
回
も
同

じ
文
字
が
出
て
き
て
、
す
べ
て
読
み
方
が
違
い
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み

る
と
、
私
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
一
瞬
に
判
断
し
て
読
み
分
け
て
い
る
。
か
な
り

す
ご
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

　

こ
の
よ
う
な
言
語
と
文
字
の
例
は
、
世
界
で
も
き
わ
め
て
珍
し
い
。
そ
の
た

め
、
日
本
人
の
文
字
は
、
風
変
わ
り
で
複
雑
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど

う
し
て
こ
の
よ
う
に
複
雑
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
は
、「
文
字
」

と
ど
う
向
き
合
い
、
ど
の
よ
う
に
つ
き
あ
っ
て
き
た
の
か
。
こ
れ
か
ら
、
そ
れ

を
具
体
的
に
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
二
）
漢
字
が
入
っ
て
き
た　

　

日
本
人
が
最
初
に
出
会
っ
た
文
字
は
、
漢
字
で
し
た
。
我
々
の
先
人
が
漢
字

を
文
字
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
遅
く
と
も

四
〜
五
世
紀
く
ら
い
の
こ
と
、
古
墳
時
代
に
は
漢
字
の
使
用
が
み
と
め
ら
れ
ま

す
。

【
問
三
】
漢
字
に
は
、
法
律
・
宗
教
を
は
じ
め
中
国
文
明
の
学
ぶ
べ
き
情
報
が

た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
た
。
漢
字
を
学
ん
だ
日
本
人
は
、
し
だ
い
に
そ
の
文

字
を
自
分
た
ち
の
社
会
に
役
立
て
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
当
時
の
日
本
人
は
ど
う
し
た
で
し
ょ
う
か
。

　

ⓐ
漢
字
を
使
い
こ
な
す
た
め
に
、
当
時
の
日
本
語
（
や
ま
と
言
葉
）
を
や
め

て
、
漢
語
（
中
国
の
言
葉
）
で
話
す
術
を
身
に
つ
け
よ
う
と
努
め
た
。

　

ⓑ
自
分
た
ち
の
言
葉
（
や
ま
と
言
葉
）
を
文
字
で
表
そ
う
と
、
漢
字
の
音
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（
発
音
）
を
利
用
し
て
当
時
の
日
本
語
（
や
ま
と
言
葉
）
を
書
き
表
し
た
。

　

ⓒ
漢
語
（
中
国
の
言
葉
）
を
話
す
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
文
字
の
意
味
が

わ
か
れ
ば
文
化
は
吸
収
で
き
る
の
で
、
漢
字
を
強
引
に
日
本
語
で
読
ん

だ
。

　

簡
単
に
い
う
と
、
ⓐ
は
、
自
分
た
ち
の
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
言
葉
を
捨
て
て
中

国
語
を
話
す
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
。
ⓑ
は
、
ち
ょ
っ
と
乱
暴
な
説
明
に
な

る
け
れ
ど
、
よ
く
暴
走
族
が
や
る
落
書
き
で
「
ヨ
ロ
シ
ク
」
を
「
夜
露
死
苦
」

み
た
い
に
書
い
た
。
ⓒ
は
、
現
代
の
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
け
る
た
め

に
、
強
引
に
英
語
に
喩
え
て
言
う
と
、
た
と
え
ば
「
Ｄ
Ｏ
Ｇ
」
と
い
う
文
字

を
、
自
分
た
ち
の
言
葉
で
「
い
ぬ
」
と
読
ま
せ
た
。
訳
語
を
そ
の
ま
ま
「
読

み
」
に
あ
て
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

○
日
本
人
み
ん
な
が
、
日
本
語
を
や
め
て
中
国
の
言
葉
を
話
せ
る
よ
う
に
す
る

の
は
、
ち
ょ
っ
と
…
。
ⓐ
は
無
理
だ
と
思
う
。

○
ⓒ
も
わ
け
が
分
か
ら
な
く
な
る
じ
ゃ
な
い
か
な
。
混
乱
す
る
と
思
う
。

○
や
っ
ぱ
り
ⓑ
か
な
…
。

　

皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
か
。
じ
つ
は
ⓑ
ⓒ
の
２
つ
が
正
解
で

す
。
ま
ず
ⓑ
の
場
合
か
ら
具
体
的
な
事
例
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
資
料
一
】

　
　

①

加
多
支
鹵

　
　

②
巷
宜
有
明
子　
　

　
　

③
有
麻
移
刀
等
已
刀
弥
弥
乃
弥
己
等　

　

資
料
一
の
①
〜
③
は
い
ず
れ
も
歴
史
上
の
人
物
名
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

①
は
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
銘
に
刻
ま
れ
た
文
字
で
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
と
読

み
ま
す
。
雄
略
天
皇
の
こ
と
で
す
。
五
世
紀
の
「
倭
の
五
王
」
で
学
習
し
ま
し

た
よ
。
②
と
③
は
読
み
づ
ら
そ
う
で
す
が
…
。
七
世
紀
は
じ
め
、
推
古
天
皇
の

こ
ろ
の
超
有
名
人
で
す
。
正
解
は
②
が
「
蘇
我
馬
子
」（
ソ
ガ
ノ
ウ
マ
コ
）、
③

が
「
聖
徳
太
子
」
で
す
。
聖
徳
太
子
は
厩
戸
皇
子
（
う
ま
や
ど
の
み
こ
）
で
し

た
ね
。
③
を
し
っ
か
り
読
む
と
「
う
ま
や
と
と
よ
と
み
み
の
み
こ
と
」
と
な
り

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
次
に
ⓒ
の
例
を
紹
介
し
ま
す
。
次
の
資
料
は
有
名
な
文
章
で
す

が
、
読
め
る
人
は
い
ま
す
か
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
記
録
さ
れ
た
「
十
七
条
憲
法
」
の
一
節
で
す
。

【
資
料
二
】

以
和
為
貴
、
無
忤
為
宗
。

（
や
わ
ら
か
な
る
（
わ
）
を
も
っ
て
、
と
う
と
し
と
な
し
、
さ
か
う
る
こ
と

な
き
を
む
ね
と
せ
よ
。）

　

聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
の
第
一
条
で
し
た
ね
。
こ
の
文
章
は
、
漢
字
ば
か

り
並
ん
で
い
る
の
で
一
見
漢
文
風
だ
け
ど
、
実
は
や
ま
と
言
葉
で
な
い
と
読
め

な
い
文
章
な
ん
で
す
。
漢
字
を
強
引
に
日
本
語
で
読
ん
だ
例
で
す
。
た
と
え
ば

「
和
」
と
い
う
字
は
本
来
「
わ
」
と
し
か
読
み
よ
う
が
な
い
の
に
、「
や
わ
ら
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か
」
と
い
う
日
本
語
の
訳
（
意
味
）
で
読
ま
せ
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
の
２
つ
の
資
料
か
ら
確
認
で
き
た
こ
と
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
ⓑ
の
表

記
を
音
仮
名
と
言
い
ま
す
。
ⓒ
は
訓
書
き
と
い
う
方
法
で
す
。
漢
字
に
よ
る
日

本
語
の
表
記
は
、
音
仮
名
と
い
う
中
国
文
字
の
音
を
つ
か
っ
た
も
の
と
、
訓
書

き
と
言
っ
て
日
本
語
の
訓
訳
を
あ
て
る
も
の
と
２
種
類
あ
る
の
で
す
。
中
国
の

文
字
を
学
ん
で
も
日
本
の
言
葉
を
捨
て
ず
に
両
方
を
使
い
分
け
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

こ
こ
ま
で
い
え
ば
、
漢
字
に
は
音
読
み
・
訓
読
み
が
あ
る
こ
と
に
思
い
当
た

る
で
し
ょ
う
。
音
読
み
は
中
国
語
的
な
発
音
の
読
み
で
、
訓
読
み
は
日
本
語
で

訳
し
た
読
み
方
な
の
で
す
。

　

と
り
わ
け
、
訓
読
み
・
訓
書
き
方
式
の
発
明
は
画
期
的
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
と
言
っ
て
も
、
み
ん
な
は
小
学
生
の
時
か
ら
訓
読
み
・
音
読
み
を
体

得
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
驚
く
に
値
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
…
。

　

例
え
ば
「
山
」
を
「
や
ま
」
と
よ
む
の
は
当
た
り
前
と
思
う
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
こ
れ
は
相
当
奇
抜
な
発
想
な
の
で
す
よ
。
現
代
の
私
た
ち
の
感
覚
に
近

づ
け
て
言
う
と
、m

ountain

と
い
う
英
語
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
マ
ウ
ン

テ
ン
と
よ
ん
で
「
山
」
の
こ
と
だ
と
習
い
ま
す
が
、
英
語
のm

ountain
を
直

接
「
や
ま
」
と
読
む
の
だ
、dog

と
書
い
て
「
い
ぬ
」
と
読
む
、cat

と
書
い

て
「
ね
こ
」
と
読
む
の
だ
と
言
わ
れ
た
ら
、
相
当
戸
惑
う
で
し
ょ
う
。
私
た
ち

の
先
人
た
ち
は
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
か
な
り
大
胆
な
こ
と
を
や
っ
て
の
け

た
。
す
な
わ
ち
訓
読
み
・
訓
書
き
は
、
漢
語
（
中
国
語
）
と
し
て
読
む
以
外
に

な
い
も
の
を
、
自
分
た
ち
の
言
葉
で
読
む
こ
と
と
し
、
内
容
豊
か
な
古
代
中
国

の
古
典
な
ど
の
学
習
を
可
能
に
し
た
と
い
う
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
ⓐ
の
場
合
を
と
っ
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
た

し
か
に
当
時
の
日
本
人
は
漢
語
を
か
な
り
懸
命
に
勉
強
し
た
で
し
ょ
う
が
、
決

し
て
や
ま
と
言
葉
（
日
本
語
）
を
捨
て
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
自

分
た
ち
の
言
葉
を
捨
て
て
い
た
な
ら
、
中
国
文
明
の
影
響
に
よ
っ
て
、
日
本
独

自
の
文
化
形
成
は
阻
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス

の
植
民
地
だ
っ
た
ア
フ
リ
カ
の
地
域
で
は
、
国
の
指
導
者
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
話

し
、
一
般
の
民
衆
は
現
地
語
で
会
話
す
る
の
で
、
そ
の
国
の
文
化
の
独
自
性
が

阻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
例
が
あ
る
の
で
す
。

（
三
）
万
葉
仮
名
と
い
う
方
法

　

漢
字
を
学
ん
だ
日
本
人
は
、
し
だ
い
に
自
分
た
ち
の
言
葉
に
近
づ
け
て
文
字

を
表
そ
う
と
模
索
し
ま
す
。
純
粋
な
日
本
語
を
写
そ
う
と
し
た
り
、
声
に
出
し

て
読
め
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
語
順
や
助
詞
な
ど
を
含
め
、
表
記
を
日
本
語
に

適
し
た
形
に
も
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
中
国
語
に
は

助
詞
が
な
く
活
用
も
な
い
、
さ
ら
に
語
順
も
違
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
当
時
よ
く

使
わ
れ
て
い
た
の
が
万
葉
仮
名
で
す
。
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
と
も
い
い
、
万
葉

集
で
使
わ
れ
て
い
た
日
本
語
の
表
記
方
法
な
の
で
す
。

【
問
四
】
次
の
文
字
は
暗
号
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
『
万
葉
集
』
巻
第

三
・
三
一
八　

山
部
赤
人
の
和
歌
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
一
』）。

訓
と
し
て
読
む
漢
字
（
訓
書
き
）
と
音
と
し
て
読
む
漢
字
（
音
仮
名
）
と
を

区
別
し
て
解
読
し
て
み
よ
う
。
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田
児
之
浦
従　

打
出
而
見
者　

眞
白
衣　

　
　

不
盡
能
高
嶺
尓　
　

雪
波
零
家
留

　

読
め
ま
す
か
。
傍
線
部
を
助
詞
・
活
用
語
尾
と
判
断
す
る
と
分
か
り
や
す
い

と
思
い
ま
す
。
正
解
は
「
田
児
の
浦　

打
出
で
（
て
）
見
れ
ば　

真
白
に
ぞ　

富
士
の
高
嶺
に　

雪
は
降
り
け
る
」
と
な
り
ま
す
。
意
味
は
、「
田
子
の
浦

（
現
在
は
静
岡
県
富
士
郡
）
を
通
っ
て
（
眺
望
の
よ
い
と
こ
ろ
に
）
で
て
み
る

と
、
真
っ
白
に
富
士
山
の
高
嶺
に
雪
が
積
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
。」
雪
化
粧
を

し
た
富
士
山
と
は
、
実
に
日
本
的
な
風
景
で
す
ね
。

　

よ
く
間
違
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
は
、「
白
衣
」
を
「
は
く
い
」「
び
ゃ
く
え
」

と
よ
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
「
し
ろ
い
こ
ろ
も
」
と
思
っ
て
し
ま
い

ま
す
よ
ね
。
で
も
答
え
は
「
真
白
に
」。「
衣
」
の
字
を
助
詞
と
し
て
音
仮
名
で

読
ん
で
い
い
の
か
、「
こ
ろ
も
」
と
訓
で
読
ん
で
い
い
の
か
、
わ
か
り
づ
ら
い

の
で
す
。
全
部
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
区
別
が
難
し
い
。
和
歌
の

よ
う
に
五
七
五
七
七
と
定
め
ら
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
に
合
わ
せ
て
読
め
ば
よ
い

が
、
散
文
で
は
訓
と
し
て
の
漢
字
と
、
音
と
し
て
読
む
漢
字
と
し
て
の
漢
字
の

区
別
が
よ
け
い
に
困
難
に
な
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
が
登

場
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
四
）
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
「
発
明
」

　

日
本
人
の
文
字
は
、
平
安
時
代
中
期
、
い
わ
ゆ
る
摂
関
政
治
の
時
代
に
大
き

な
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
で
に
９
世
紀
こ
ろ
か
ら
唐
の
衰
退

に
よ
り
、
そ
の
文
化
の
影
響
力
は
低
下
し
て
い
て
、
漢
字
を
も
と
に
略
し
た

り
、
部
首
を
と
っ
て
み
た
り
、
独
自
の
「
か
な
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
た
と
え
ば
［
ひ
ら
が
な
…
安
＝
あ　

以
＝
い　

］［
カ
タ
カ
ナ
…
阿
＝

ア　

伊
＝
イ
］
と
な
り
ま
す
。

【
問
五
】
当
時
の
日
本
人
が
発
明
し
た
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
は
ど
の
よ
う
に

生
み
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ⓐ
唐
に
対
抗
し
て
、
日
本
独
自
の
文
化
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
国
風
文
化
の
風

潮
の
な
か
で
、
天
皇
や
摂
関
家
な
ど
朝
廷
が
中
心
と
な
り
、
国
家
事
業
と

し
て
「
か
な
」
を
制
定
し
日
本
の
文
字
と
し
て
推
奨
し
た
。

　

ⓑ
貴
族
社
会
の
な
か
で
、
日
常
の
細
々
と
し
た
記
録
や
消
息
、
本
の
書
き
こ

み
な
ど
か
ら
字
形
の
簡
略
化
が
す
す
み
、
自
然
発
生
的
に
「
か
な
」
は
生

ま
れ
て
し
だ
い
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

　

平
安
朝
廷
が
国
家
事
業
と
し
て
「
か
な
」
を
制
定
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自

然
発
生
的
に
う
ま
れ
た
も
の
な
の
か
、
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。
正
解
は
ⓑ
で

す
。
中
国
の
文
明
の
象
徴
で
あ
る
漢
字
の
威
厳
に
と
ら
わ
れ
ず
、
日
本
で
は
実

用
性
か
ら
労
力
経
済
が
働
き
、
し
だ
い
に
文
字
を
簡
略
化
す
る
方
向
に
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

日
本
の
「
か
な
」
は
実
用
性
か
ら
出
発
し
た
た
め
に
、
し
だ
い
に
庶
民
に
も

広
ま
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
中
国
で
は
、
文
字
は
支
配
階
級
（
士
大
夫
）
の
特
権

だ
っ
た
ら
し
い
。
文
字
は
生
活
に
余
裕
の
あ
る
者
だ
け
が
学
べ
る
も
の
で
あ

り
、
一
般
大
衆
を
寄
せ
つ
け
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
漢
字
に
は
威
厳
が
あ
り
、
そ
の
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た
め
に
は
必
要
以
上
に
難
し
く
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
風
潮
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
の
点
、
情
報
伝
達
の
手
段
と
い
う
実
用
性
か
ら
う
ま
れ
、
や
が
て
広

く
庶
民
に
も
普
及
し
た
、
日
本
人
の
文
字
は
中
国
の
場
合
と
対
照
的
で
す
ね
。

（
五
）
ま
と
め　

日
本
人
の
文
字

　

①
「
か
な
」
の
発
明
が
日
本
の
文
化
を
生
ん
だ

　

日
本
人
に
と
っ
て
、「
か
な
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
平
安
時
代
の
初
め
、『
古
今
和

歌
集
』
を
編
纂
し
た
紀
貫
之
が
著
し
た
「
ひ
ら
が
な
の
序
文
」（
仮
名
序
）
を

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

【
資
料
三
】

「
や
ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
は

と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
よ
の
な
か
に
あ
る
人
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、

心
に
お
も
ふ
を
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
い
だ
せ
る
な
り
」

（
意
訳
）「
和
歌
と
い
う
も
の
は
、
人
の
心
の
中
に
あ
る
感
情
を
核
と
し
て

生
ま
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
。
世
の
中
に
生
き
て
い
る
人
間
に

は
い
ろ
ん
な
事
が
起
き
て
忙
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
忙
し
さ
が
人
間
に
働

き
か
け
て
、
い
ろ
ん
な
感
情
を
生
む
。
そ
の
感
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人

間
は
何
か
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
に
つ
け
て
、
自
分
の
感
情
を
形
に
し

た
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。」

　

こ
れ
は
和
歌
に
つ
い
て
語
る
文
章
で
す
が
、
人
間
の
感
情
の
発
生
を
語
る
文

章
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
日
本
人
に
と
っ
て
そ
の
心
を
最
も
よ
く
表
現
す
る

道
具
は
、
外
国
語
で
あ
る
漢
字
や
漢
詩
で
は
な
く
て
、
日
本
製
の
ひ
ら
が
な
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。

　

自
分
た
ち
の
考
え
や
気
持
ち
を
自
分
た
ち
の
言
葉
と
自
分
た
ち
の
文
字
で
、

何
の
束
縛
も
な
く
自
由
自
在
に
記
し
う
る
こ
と
、
そ
し
て
日
本
的
な
感
性
を
育

ん
だ
こ
と
、
こ
の
重
要
性
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、『
古
事
記
』『
万
葉
集
』
か
ら
『
竹
取
物
語
』
や
『
源
氏
物

語
』『
伊
勢
物
語
』『
平
家
物
語
』、
さ
ら
に
歌
集
・
日
記
類
か
ら
随
筆
『
徒
然

草
』
に
至
る
膨
大
な
「
か
な
古
典
文
学
」
と
も
言
え
る
も
の
が
創
造
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
現
代
の
日
本
文
化
は
な
か
っ
た
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。
日
本
人
は
「
か
な
」
を
つ
く
り
、「
か
な
」
が
日
本
の
文

化
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

②
漢
字
を
捨
て
な
か
っ
た
日
本
人　

そ
の
理
由　

　
「
か
な
」
が
で
き
た
か
ら
と
言
っ
て
、
日
本
人
は
漢
字
を
捨
て
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
積
極
的
に
漢
字
の
良
さ
を
、
自
分
た
ち
の
文
化
の
な
か

に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
漢
字
を
巧
み
に
工
夫
し
て
、
独
自
に
発
展
さ

せ
て
い
っ
た
の
で
す
。
い
く
つ
か
具
体
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

【
資
料
四
】

　

①
鰯
・
鰹
な
ど
魚
片
の
漢
字

　

②
政
界
・
政
局
・
政
断
な
ど
「
政
」
に
関
わ
る
語
句
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③
「
は
か
る
」
と
い
う
日
本
語 

＝
「
計
・
図
・
測
・
謀
・
量
」
の
使
い
分
け

　

①
は
日
本
人
が
元
来
の
漢
字
に
は
な
い
日
本
製
漢
字
を
生
み
出
し
た
例
。
②

は
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
、
日
本
人
は
あ
ら
た
な
造
語
を
つ
く
っ
た
例
。
③
は

漢
字
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
意
味
で
あ
っ
た
和
語
（
日
本

語
）
が
精
密
化
さ
れ
た
例
で
す
。

【
資
料
五
】

背
景　

理
想　

版
画　

不
動
産　

領
土　

理
性

　

こ
れ
ら
の
語
句
は
、
中
国
の
外
来
語
辞
典
に
日
本
の
語
と
し
て
掲
載
さ
れ
た

も
の
、
和
製
漢
語
で
す
。
驚
い
た
こ
と
に
、
日
本
人
が
つ
く
っ
た
語
句
を
、
現

在
、
中
国
人
た
ち
が
使
用
し
て
い
る
例
な
の
で
す
。
い
わ
ば
、
ち
ょ
う
ど
漢
字

の
「
逆
輸
入
」
と
も
い
う
べ
き
現
象
が
お
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
日
本
人
は

漢
字
を
自
分
た
ち
の
も
の
に
消
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

③
日
本
人
の
外
来
文
化
に
対
す
る
意
識

　

最
後
に
、
山
本
七
平
氏
の
一
文
を
読
ん
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た

ち
の
先
人
が
、「
文
字
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
文
化
」
と
、
ど
の
よ
う
に
向
き

合
っ
て
き
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
読
み
終
え
た
ら
、
今
日
の
授
業
で
学
ん
だ
こ

と
・
感
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

【
資
料
六
】

　

日
本
人
は
、
か
な
に
よ
る
自
国
の
世
界
を
生
き
つ
つ
、
同
時
に
漢
字
と
い
う

当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
「
世
界
文
字
」
に
つ
な
が
っ
て
生
き
て
い
た
と
い
う
こ

と
。
す
な
わ
ち
日
本
の
独
自
性
と
世
界
の
普
遍
性
を
併
せ
も
つ
こ
と
で
日
本
の

文
化
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
姿
勢
は
多
様
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
。
漢
字
を

捨
て
ず
平
仮
名
・
片
仮
名
な
ど
文
字
や
文
章
に
統
制
を
加
え
ず
、
自
然
の
ま
ま

に
し
て
お
く
。
日
本
人
は
、
文
字
を
は
じ
め
文
化
に
対
し
て
多
様
性
を
尊
重
す

る
民
族
と
言
え
よ
う
。
今
日
私
た
ち
の
周
り
に
あ
る
衣
食
住
を
み
て
も
思
い
当

た
る
節
が
あ
ろ
う
。（
山
本
七
平
「
日
本
人
と
は
何
か
。」）

三　

生
徒
の
お
も
な
感
想

　

今
日
の
授
業
を
学
ん
で
、
思
っ
た
こ
と
・
考
え
た
こ
と
等
を
ま
と
め
て
、
感

想
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

○
日
本
は
中
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
て
ば
か
り
で
、
自
国
の
文
化
を
守
っ
て
い

た
の
か
と
、
い
ま
ま
で
少
し
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
今
日
の
授
業

で
、
か
な
文
字
成
立
ま
で
の
流
れ
を
し
っ
か
り
見
つ
め
、
日
本
人
は
独
自
の
文

化
を
守
り
つ
つ
中
国
か
ら
取
り
入
れ
た
こ
と
を
活
用
し
て
い
た
の
だ
と
分
か
り

ま
し
た
。

○
今
ま
で
あ
ま
り
ふ
だ
ん
当
た
り
前
に
使
っ
て
い
る
文
字
に
つ
い
て
考
え
た
こ

と
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
学
ん
で
見
る
と
、
日
本
人
の
性
格
や
考
え
方
が
分
か
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っ
た
気
が
し
た
。
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
、
漢
字
を

学
び
始
め
た
と
き
、
漢
字
を
社
会
に
役
立
て
な
が
ら
も
日
本
の
文
化
を
捨
て

ず
、
吸
収
す
る
形
で
取
り
入
れ
た
こ
と
が
と
て
も
印
象
に
残
っ
た
。
中
国
語
を

そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
多
く
の
素
晴
ら
し
い
和
歌
や
俳
句
は
生

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。

○
日
本
語
は
日
本
独
自
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
本
当
に
他
の
国
々
に
は
見
ら
れ

な
い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
な
、
と
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し
た
（
ナ
イ
ス
！
ジ
ャ

パ
ン
）。
と
く
に
面
白
い
な
と
思
う
の
は
、
音
読
み
と
訓
読
み
が
あ
る
こ
と
で

す
。
一
つ
の
文
字
で
二
つ
の
読
み
が
あ
る
の
は
日
本
ぐ
ら
い
だ
と
私
も
思
い
ま

す
。
中
国
文
化
を
学
ん
で
も
日
本
文
化
を
捨
て
ず
、
更
な
る
日
本
語
の
発
展

（
い
ろ
は
歌
と
か
、
カ
タ
カ
ナ
と
か
）
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
先
人
の
人
々
は
、

さ
ぞ
か
し
賢
か
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
感
じ
ま
し
た
。
熟
語
の
組
み
合
わ
せ
も
漢

字
の
意
味
や
内
容
が
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
美
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
日
本

語
で
し
か
言
い
表
せ
な
い
言
葉
の
美
し
さ
も
含
め
て
、
こ
れ
か
ら
し
っ
か
り
と

し
た
日
本
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

○
漢
字
が
中
国
か
ら
来
た
と
い
う
の
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
ど
う
い
う

風
に
か
な
文
字
が
で
き
た
の
か
知
ら
な
か
っ
た
。
一
番
す
ご
い
と
思
っ
た
の

は
、
日
本
人
が
中
国
文
字
の
読
み
と
自
分
た
ち
の
作
っ
た
読
み
の
両
方
を
使
っ

た
こ
と
だ
。
自
分
た
ち
の
使
う
語
を
す
て
な
い
で
、
取
り
入
れ
た
と
こ
ろ
が
え

ら
い
と
思
っ
た
。

○
毎
日
私
た
ち
が
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
文
字
に
は
、
と
て
も
深
い
歴
史
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
今
回
の
授
業
で
学
ん
で
、
日
本
特
有
の
文
字
が
も
っ
と
好
き

に
な
っ
た
。
千
年
も
前
に
そ
の
文
字
を
作
っ
た
人
た
ち
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
た

め
に
も
、
最
も
文
字
に
触
れ
る
機
会
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

た
。
今
回
の
授
業
は
、
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
日
本
に
だ
け
し
か
な
い
文
字

に
つ
い
て
興
味
を
わ
か
せ
て
く
れ
て
、
と
て
も
意
味
が
あ
る
授
業
で
し
た
。

○
今
回
の
授
業
は
「
日
本
語
」
に
つ
い
て
詳
し
く
学
べ
た
の
で
、
と
て
も
面
白

か
っ
た
。
日
本
語
は
、
自
分
の
中
で
は
使
え
て
あ
た
り
前
の
言
語
だ
け
れ
ど
、

こ
う
し
て
歴
史
的
に
見
る
と
、
日
本
語
と
い
う
の
は
難
し
く
、
ま
た
と
て
も
普

通
で
は
考
え
つ
か
な
い
よ
う
な
考
え
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
昔
の
人
々
か
ら

今
の
人
々
へ
の
大
切
な
贈
り
物
の
よ
う
に
思
え
た
。
日
本
語
を
使
っ
て
い
る
日

本
人
と
し
て
、
言
語
の
由
来
を
し
っ
か
り
学
び
、
受
け
継
い
で
ゆ
く
こ
と
が
必

要
だ
と
思
う
。

○
国
風
文
化
は
好
き
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
今
日
み
た
い
な
授
業
は
面
白
か
っ
た

で
す
。
中
国
の
文
字
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
言
葉
に
組
み

込
ん
だ
り
、
新
し
い
文
字
ま
で
作
っ
た
り
し
て
、
昔
の
人
は
頭
が
い
い
と
思
い

ま
し
た
。
平
か
な
を
作
っ
て
く
れ
て
、
自
分
た
ち
の
言
葉
を
表
せ
る
の
は
と
て

も
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
面
白
い
日
本
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ

た
。



文字を工夫する日本人9

【
参
考
文
献
】

①
山
本
七
平
「
文
字
の
創
造
」『
日
本
人
と
は
何
か
。』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
一
九
八
九

②
樺
島
忠
夫
「
漢
字
か
ら
ロ
ー
マ
字
ま
で
」『
日
本
語
の
歴
史
』
大
修
館
書
店

一
九
七
七

③
樺
島
忠
夫
『
日
本
の
文
字
』
岩
波
新
書
一
九
七
九

④
小
松
茂
美
『
か
な　

そ
の
成
立
と
変
遷
』
岩
波
新
書
一
九
六
八

⑤
西
尾
幹
二
「
日
本
語
確
立
へ
の
苦
闘
」『
国
民
の
歴
史
』
一
九
九
九

⑥
高
島
俊
男
『
漢
字
と
日
本
人
』
文
春
新
書
二
〇
〇
一

⑦
大
野
晋
『
日
本
語
は
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
』
中
公
文
庫
二
〇
〇
二


