
教
育
課
程
の
改
訂
と
漢
文
の
授
業

i
i
i陶
淵
明
の
詩
文
の
読
解
指
導
覚
え
書
き
・
続

八
二
年
の
十
一
月
、
普
通
科
二
年
生
の
文
理
コ

l
ス
の
生
徒
と
、

古
典
、
乙

I
の
授
業
で
、
「
桃
花
一
線
記
」
を
中
心
に
陶
淵
明
の
詩
文
を

読
む
機
会
が
あ
っ
た
。
淵
間
関
の
詩
文
は
毎
年
い
ず
れ
か
の
学
年
で
と

り
あ
げ
て
お
り
、
身
近
な
教
材
の
一
群
で
あ
る
が
、
手
元
の
控
え
を

見
る
と
、
二
年
生
を
対
象
に
「
桃
花
源
記
」
に
触
れ
る
の
は
、
七
二

年
九
月
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

七
二
年
と
八
二
年
の
授
業
過
程
の
概
略
は
、
表
A
の
ご
と
く
で
あ

る
が
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
教
材
の
量
に
も
、
そ
の
扱
い

方
に
も
か
な
り
大
き
な
変
化
が
あ
る
。

ひ
と
つ
の
教
材
を
通
し
て
、
十
年
を
縞
て
た
授
業
を
比
較
す
る
こ

と
は
、
自
身
の
教
材
解
釈
や
授
業
方
法
の
遷
り
変
り
が
か
な
り
は
っ

き
り
と
見
渡
さ
れ
る
と
い
う
点
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
も
う
一
歩
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、
一
一
つ
の
授
業
過
程
の

上

武

国

、
3
u
v
 

は
、
指
導
す
る
側
の
主
体
的
要
因
だ
け
で
は
な
く
、
授
業
の
枠
組
み

で
あ
る
週
当
り
の
時
間
数
に
よ
っ
て
、
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
気
付
か
さ
れ
た
。
時
間
数
の
差
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
七

O

年
改
訂
、
七
三
年
実
施
の
戦
後
第
五
回
目
の
教
育
課
程
の
も
た
ら
し

た
も
の
で
あ
る
。
教
育
課
程
が
公
教
育
の
内
容
を
構
造
的
に
決
定

し
、
方
向
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
観
念
的
に
は
充
分
一
感
知
し
て
い
た

つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
現
に
ひ
と
つ
の
法
則
的
な
力
強
さ
を

も
っ
て
、
教
室
内
の
授
業
展
開
の
末
節
ま
で
を
も
規
制
し
て
い
る
こ

と
に
は
、
あ
る
驚
き
の
念
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
第
四
次
の
教
育
課

程
の
改
訂
以
後
、
国
語
科
に
お
け
る
古
典
教
育
の
後
退
が
、
識
者
に

〈

1
)

よ
っ
て
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
漢
文
教
育
の
場
合
、
改
訂
に
よ

っ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
き
た
か
、
教
室
の
授
業

レ
ベ
ル
で
改
め
て
真
剣
に
間
い
渡
し
て
み
る
こ
と
の
必
要
性
を
痛
感

さ
せ
ら
れ
る
機
会
で
も
あ
っ
た
。
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七
二
年
の
授
業
は
前
任
の
市
川
高
校
で
の
も
の
で
あ
る
が
、
生
徒

は
一
・
二
年
時
に
は
ほ
ぼ
均
等
の
ホ

i
ム
・
ル

i
ム
に
編
成
さ
れ
、

三
年
に
な
っ
て
国
公
立
志
望
者
の
文
理
系
と
、
私
立
大
及
び
就
職
志

望
者
の
文
系
と
に
コ

l
ス
分
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
三
年

間
に
わ
た
る
彼
等
の
国
語
の
履
修
単
位
は
表
B
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

82年と72年の授業過程

古典 古典

現代国至五

科目

乙 乙
II 

程(度本の比一文漢文古2 、
比(の率)2 1文漢文3 b 、

上〆'ーf文、乍、、

12 0 
年件~

、、ー以_/ 

一一
3 3 一

一 一 一
3 

単イ() 立語
2 一

一 一
3 2 

( 除をく芝者望居系工
択f選¥ 2 一一一

表B
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第四次教育課程

普通科の一実施例

(' 63"" 73) 

表A

彼
ら
が
三
年
に
進
級
し
た
七
三
年
四
月
か
ら
、
第
五
次
改
訂
の
教

育
課
程
に
よ
る
一
年
生
が
入
学
し
て
き
た
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領

に
お
け
る
国
語
科
の
標
準
単
位
数
は
表
C
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
が
、

額
船
上
は
古
典
で
の
若
干
の
名
称
変
更
以
外
、
さ
ほ
ど
の
変
化
は
な

(
3
)
 

い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
「
能
力
」
寸
適
性
」
「
進
路
」
を
装
準
と
す

る
い
わ
ゆ
る
類
型
制
の
強
化
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
学
習
の
形
態
と
内

(

4

)

 

容
は
、
実
質
的
に
大
き
く
変
る
こ
と
と
な
っ
た
。
県
内
の
普
通
課
税

の
高
校
で
は
、
全
員
の
共
通
科
目
の
履
修
は
一
年
時
に
と
ど
ま
り
、

二
年
以
降
い
わ
ゆ
る
文
系
コ
!
ス
と
文
理
系
コ
ー
ス
に
類
型
分
け
さ
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表D

れ
る
の
が
悲
本
的
な
傾
向
と
な
っ
文
理
系
は
優
秀
グ
ラ
ス
、
文

系
は
そ
の
他
大
勢
ク
ラ
ス
と
い
う
校
内
に
お
け
る
色
合
い
も
お
の
ず

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
現
在
校
で
の
八
二
年
の
授
業
生

は
、
以
上
の
多
様
化
と
約
分
化
を
特
徴
と
す
る
第
五
次
教
育
課
程
の

最
終
段
階
の
生
徒
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
中
一
次
D
の
悶
語
科
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
系
で
は
一
一
一
年
間
に
最
大
十
二

単
位
の
古
典
学
資
を
す
る
生
徒
が
出
て
く
る
一
方
、
文
理
系
の
生
徒

の
約
半
数
は
、
一
・
二
年
時
正
味
五
以
の
古
典

I
乙
の
履
修
で
終

る
と
い
う
の
が
突
態
と
な
っ
て
い
る
。

こ
と
を
漢
文
に
限
っ
た
場
合
、
七
二
年
の
二
年
普
通
科
の
学
習
量

は
一
・
二
単
位
三
十
五
時
間
程
度
で
あ
っ
た
の
が
、
八
二
年
の
文
理

系
で
は

0
・
八
単
校
二
十
二
時
間
ま
で
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
両
者
の
問
の
十
時
間
あ
ま
り
の
時
数
の
義
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
授

業
の
形
態
や
教
材
の
内
務
に
、
必
然
的
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
七
二
年
の
授
業
を
ふ
り
か

え
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
生
徒
自
身
に
教
材
中
の
間
題
点
を
見
つ

け
だ
さ
せ
、
班
一
討
議
を
挺
と
し
な
が
ら
答
え
を
導
き
出
し
て
ゆ
く
、

い
わ
ゆ
る
課
題
解
決
学
習
が
展
開
の
重
要
な
柱
と
な
っ
て
い
た
G

そ

れ
は
第
四
次
の
教
育
課
程
か
ら
設
け
ら
れ
た
「
現
代
国
語
L

の
、
十
年

に
わ
た
る
突
践
の
中
で
、
次
第
に
一
般
化
し
て
き
た
授
業
形
態
で
あ

る
。
古
典
の
読
解
指
導
に
お
い
て
、
課
題
解
決
学
潔
を
ど
う
位
置
づ

け
る
か
は
、
別
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
七

二
年
当
時
に
は
、
漢
文
学
習
に
お
い
て
も
、
生
徒
自
身
の
集
団
的
な

討
議
を
通
し
て
作
品
分
析
を
深
め
て
ゆ
く
だ
け
の
、
一
定
の
時
間
を

確
保
す
る
こ
と
が
と
も
か
く
も
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
七
三
年
度

以
降
は
、
学
期
毎
に
割
り
振
れ
ば
七
時
間
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
枠

の
中
で
、
い
く
つ
か
の
教
材
を
読
み
す
す
め
る
た
め
に
は
、
討
議
や

作
業
を
で
き
る
だ
け
切
り
詰
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
き

た
の
が
実
構
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
教
師
主
導
の
平
板
な
逐
語
訳
授

業
に
立
ち
戻
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
第
五
次
教

( 65 ) 



育
課
税
の
下
で
の
十
年
間
は
、
結
果
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
摸
索
の

道
程
で
あ
り
、
音
読
・
朗
読
を
読
解
の
主
軸
に
鋸
え
よ
う
と
す
る
八

二
年
の
授
業
は
、
粁
余
曲
析
の
中
で
の
試
行
錯
誤
の
、
自
分
な
り
の

一
つ
の
帰
結
点
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

授
業
時
数
の
締
少
は
、
一
方
で
は
ま
た
教
材
の
整
理
、
「
精
選
」

の
傾
向
を
促
す
も
の
と
な
る
。
か
つ
て
、
古
川
幸
次
郎
氏
は
人
類
の

古
典
と
し
て
の
漢
文
教
材
は
「
論
議
」
「
説
子
い
「
史
記
」
及
び
唐
詩

(
5
)
 

で
充
分
だ
と
さ
れ
た
が
、
第
四
次
の
古
典
乙
ー
か
ら
第
五
次
の
古
典

I
乙
へ
の
改
訂
に
際
し
、
教
科
書
教
材
は
右
の
四
つ
の
作
品
に
集
中

す
る
と
い
う
形
で
、
大
巾
に
整
理
、
「
精
選
」
さ
れ
、
更
に
文
理
系

で
の
授
業
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
間
作
品
以
外
の
教
材
の
選
択
は
ほ

と
ん
ど
不
可
能
と
も
言
っ
て
よ
い
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
。
二
年
生

を
対
象
に
「
桃
花
源
記
」
を
取
り
あ
げ
る
の
が
十
年
日
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
、
教
科
書
の
教
材
配
列
な
ど
の
個
別
的
条
件
に
よ
る
も
の

で
も
あ
る
が
、
大
き
く
は
以
上
の
よ
う
な
「
精
選
」
の
傾
向
に
影
響

さ
れ
て
の
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

問
題
は
か
か
る
外
か
ら
の
教
材
の
制
約
に
、
授
業
担
当
者
が
受
け

身
に
版
応
し
て
ゆ
く
か
、
そ
れ
と
も
探
ら
れ
た
条
件
の
中
で
も
、
教

材
の
枠
を
少
し
で
も
拡
大
し
て
ゆ
く
努
力
を
続
け
て
ゆ
く
か
と
い
う

点
に
あ
る
。
少
く
と
も
右
の
四
つ
の
古
典
に
限
っ
て
み
て
も
、
参
考

教
材
や
補
助
教
材
の
活
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
世
界
を
更
に
深
く
掘
り

下
げ
て
ゆ
く
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
更
に
一
歩
進
ん
で
、
担
当
者
自

身
の
主
体
的
な
精
選
作
業
を
通
し
て
、
四
つ
の
作
品
以
外
に
、
第
二

次
的
と
も
い
え
る
教
材
群
を
系
統
的
に
設
定
し
て
ゆ
く
こ
と
も
当
然

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
第
二
次
教
材
群
と

し
て
は
、
「
老
子
」
「
荘
子
」
「
漁
父
辞
」
陶
淵
拐
の
詩
文
、
韓
愈
、

榔
宗
一
克
の
古
文
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
「
桃
花
源
記
」
は
、
「
飲

酒
其
五
」
と
な
ら
ん
で
、
そ
れ
ら
第
二
次
教
材
の
筆
頭
に
置
か
れ
る

〈

6
)

べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ

「
桃
花
源
記
」
の
教
材
性
は
、
僅
か
三
二

O
字
の
短
文
の
中
に
凝

縮
さ
れ
た
劇
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
と
、
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
、
そ

し
て
何
よ
り
も
そ
の
文
体
の
平
明
さ
の
上
に
求
め
ら
れ
る
。

「
桃
花
源
記
」
の
教
材
化
に
あ
た
っ
て
は
、
大
略
二
つ
の
点
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
各
教
科
書
の
学

習
課
題
に
も
ひ
と
し
く
掲
げ
ら
れ
る
、
淵
間
関
は
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

理
想
郷
を
構
想
し
た
の
か
い
と
い
う
、
作
品
の
そ
チ
!
フ
の
問
題
で

あ
る
。
作
品
の
成
立
に
か
か
わ
る
こ
の
間
題
は
、
授
業
の
表
面
で
取

り
あ
げ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
教
授
者
と
し
て
何
ら
か
の
答
え
を

準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
桃
花
源
記
い
は
本
来
問
題
の
詩
の
序
で
あ
る
が
、
詩
に
お
い
て

は
「
春
蚕
収
長
糸
、
秋
熟
廃
王
税
」
、
あ
る
い
は
「
雛
無
紀
摩
志
田
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時
自
成
歳
」
な
ど
の
旬
に
よ
っ
て
、
桃
花
源
が
ど
う
い
う
世
界
で
あ

る
か
の
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
よ
っ
て
み

る
な
ら
、
料
開
仰
の
意
識
の
中
に
は
煩
墳
な
文
明
の
諸
制
度
も
、
抑
庇

や
搾
取
の
機
構
も
存
在
し
な
い
、
自
給
自
足
の
村
落
共
同
体
の
構
想

が
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
と
っ
て
掛
か
れ
て
い
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
ο

こ
の
よ
う
な
理
想
世
界
は
、
思
想
史
的
に

の
発
訟
を
基
本
に
緩
き
な
が
ら
、

「
列
子
い
の

の
…
知
小

や
「
終
北
闘
い
、

さ
ら
に
「
礼
記
」
礼
運
篇
の
大
同
社
会
な
ど
、
道
家
の
超
現
実
的
な

ユ

i
ト
ピ
ア
へ
の
夢
や
、
儒
家
の
経
世
済
民
の
思
想
の
影
響
を
受
け

た
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
の
玩
籍
の
「
大
人
先
生
伝
」
や
「
抱
朴
子
い

一
一
日
間
飽
篇
中
の
飽
叔
一
一
一
一
口
の
こ
と
ば
に
み
ら
れ
る
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
君
主

否
定
論
と
も
か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
先
行
す
る
諾
思
想
の
影
響
を
前
提
と

し
な
が
ら
も
、
淵
明
に
わ
記
併
詩
い
の
執
筆
を
直
接
に
促
し
た
も
の

は
、
何
よ
り
も
彼
の
生
き
た
時
代
と
生
活
の
現
実
に
他
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
の
も
た
ら
す
最
大
の
衝
撃
と
し
て
は
、
東

普
か
ら
劉
宋
の
散
に
か
け
て
の
う
ち
続
く
大
規
模
な
戦
乱
を
挙
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
火
や
徴
税
の
背
し
み
を
免
れ
る
こ
と
は
、
当

時
の
人
々
の
痛
切
な
殿
い
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
時
に
は
コ
…
一

数
志
の
問
時
伝
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
最
大
規
模
数
千
戸

(}) 

に
の
ぼ
る
農
民
が
、
山
中
深
く
逃
れ
て
に
こ
も
り
、
「
か
く
れ

虫
い
を
作
っ
て
暮
す
と
い
う
事
例
が
、
各
地
に
見
ら
れ
た
。
柳
田
間

男
氏
は
「
武
陵
桃
源
の
物
語
は
、
現
代
人
の
耳
に
も
快
い
感
じ
を
与

え
る
。
賦
役
に
追
わ
れ
、
戦
争
を
怖
れ
た
昔
の
小
民
に
は
、
余
程
強

(
7
)
 

い
感
動
を
起
こ
さ
し
め
た
に
相
違
な
い
」
と
記
し
て
い
る
が
、
劉
裕

の
前
秦
攻
撃
の
際
、
友
人
顔
延
之
を
通
じ
て
奇
談
と
し
て
語
り
伝
え

ら
れ
た
そ
の
一
つ
が
、
淵
附
仰
の
好
奇
の
心
を
引
き
つ
け
た
と
す
る
の

〈

8
)

は
、
陳
寅
格
氏
の
説
で
あ
る
。
「
桃
花
源
記
」
と
間
類
の
伝
承
が
任

防
の
「
述
問
問
一
記
ん
、
劉
敬
叔
の
「
異
苑
い
、
淵
明
そ
の
人
に
作
者
が
仮

託
さ
れ
る
「
按
神
後
記
」
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
桃
源
が
純

粋
な
安
利
仙
台
所
産
で
は
な
く
、
時
代
の
現
実
の
中
に
根
拠
を
持
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

「
桃
花
一
線
記
」
の
成
立
に
か
か
わ
る
現
実
の
も
う
一
つ
の
側
面

は
、
時
の
支
配
属
の
権
力
を
め
ぐ
っ
て
の
政
治
闘
争
が
あ
る
。
そ
も

そ
も
事
実
の
記
録
と
し
て
の
体
裁
を
と
る
「
記
」
は
、
「
晋
太
一
克
中
い

と
い
う
歴
史
の
一
時
期
の
設
定
を
も
っ
て
書
き
お
こ
さ
れ
、
劉
子
践

の
死
没
を
綴
っ
た
あ
と
、
「
後
遂
無
関
津
者
」
の
一
句
で
結
ば
れ
る

G

こ
の
よ
う
な
首
尾
の
呼
応
は
、
太
一
克
年
間
の
こ
と
と
い
え
ば
、
既
に

ひ
と
昔
以
上
の
過
去
と
意
識
さ
れ
る
時
点
で
、
こ
の
作
が
書
か
れ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
寸
一
記
」
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
い
く
つ

(
9
)
 

か
の
説
が
あ
る
が
、
の
点
か
ら
し
て
も
、
淵
明
五
十
三
歳
、
義
照
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(
叩
川
一
)

(
四
一
七
)
で
は
な
い
か
と
す
る
楊
勇
氏
の
推
測
が
、
よ
り

札
い
と
忠
わ
れ
る
。
折
し
も
後
の
宋
の
武
帝
と
な
る
軍
関
劉

裕
の
東
普
主
権
築
奪
の
日
程
が
、
具
体
的
な
も
の
と
し
て
誰
の
自
に

も
掛
か
に
な
っ
た
凶
円
で
あ
る
。
そ
し
て
、
陰
惨
な
王
朝
交
代
劇
の
渦

中
で
「
記
」
が
書
か
れ
た
こ
と
を
認
め
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
桃
花
源

は

mmmの
潟
窓
で
あ
り
、
そ
の
中
に
彼
は
築
奪
者
へ
の
償
り
を
こ
め

た
の
だ
と
い
う
解
釈
も
容
易
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

「
此
れ
宋
を
慣
る
の
説
な
り
。
事
は
太
一
克
中
に
在
り
。
計
る
に
太
元

の
時
普
は
尚
ほ
盛
な
り
。
元
売
の
此
の
作
は
当
に
晋
の
衰
へ
、
裕
の

ほ
し
い
ま
ま
な
る
の
自
に
属
す
べ
し
。
往
事
に
借
り
て
以
て
新
た
な

る
恨
み
を
汗
す
る
の
み
」
と
い
う
拐
の
黄
文
燥
の
注
記
は
そ
の
一
つ

(ロ〉

の
例
で
あ
る
。
先
の
楊
男
氏
も
コ
記
」
の
「
不
知
有
漢
、
何
論
貌
晋
レ

は
王
朝
交
代
の
際
の
「
憤
一
市
川
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
「
記
」
と
ほ
ぼ

問
時
期
に
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
「
擬
十
日
九
首
中
に
に
じ
み
出
て

い
る
散
の
転
変
に
対
す
る
憤
滋
の
情
を
も
重
ね
て
み
る
な
ら
、
寓
意

の
作
と
す
る
説
も
絞
絡
の
見
解
と
し
て
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

忠
わ
れ
る
。

の
行
間
に
劉
宋
へ
の
直
接
の
批
判
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る

こ
こ
ろ
み
を
よ
し
ん
ば
性
急
と
す
る
に
せ
よ
、
桃
源
が
淵
明
白
身
の

生
活
現
実
、
と
り
わ
け
彼
が
身
を
置
い
た
農
村
と
農
民
の
生
活
の
荒

箆
に
対
す
る
慣
り
の
所
産
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
疑
い
を
容
れ
る
余
地

が
な
い
。
桃
花
源
の
ご
と
き
理
想
郷
の
設
定
は
、
現
実
の
村
落
共
同

体
の
荒
療
や
崩
壊
を
抜
き
に
し
て
は
お
よ
そ
あ
り
得
な
い
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。

授
業
と
の
か
か
わ
り
に
立
ち
返
る
な
ら
、
以
上
の
よ
う
な
作
品
の

モ
チ
ー
フ
は
、
文
章
の
行
間
か
ら
読
み
と
る
ほ
か
は
な
く
、
教
材
を

具
体
的
な
授
業
過
穫
に
載
せ
る
場
合
に
は
、
感
想
な
ど
を
手
が
か
り

に
し
た
話
し
合
い
の
形
を
と
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
七
二
年
の
一
一
一

単
位
の
授
業
に
お
い
て
は
、
「
淘
淵
間
的
は
な
ぜ
『
桃
花
源
記
』
を
書

い
た
の
で
す
か
」
と
い
う
発
問
に
基
い
て
、
生
徒
相
互
の
自
由
な
感

想
が
活
発
に
出
さ
れ
た
思
い
出
が
あ
る
が
、
八
二
年
に
は
割
愛
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
時
数
の
制
約
の
も
た
ら
し
た
余
波
の
一
つ
で
あ

る。

( 68 ) 

一一一

「
桃
花
源
記
」
の
教
材
化
に
あ
た
っ
て
の
ご
つ
闘
の
、
し
か
も
い

ち
ば
ん
の
問
題
点
は
、
桃
源
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
再
構
成
す

る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
十
日
来
論
議
が
尽
さ
れ
て
き
た

か
に
見
え
る
こ
の
間
題
を
、
八
二
年
の
授
業
で
追
究
し
た
具
体
的
過

は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

1 

一
勾
ず
つ
句
切
っ
て
範
読
し
、
そ
れ
を
続
い
て
斉
読
さ

せ
る
い
わ
ゆ
る
「
追
い
読
み
い
を
さ
せ
た
。

正
し
い
読
み
を
確
か
め
さ
せ
る
た
め
に
、
各
自
自
由
に
者
読
を

2 



3 
さ
せ
た
。

問
答
に
よ
っ
て
、
漁
人
の
体
験
し
た
こ
と
の
概
略
を
あ
と
守
つ
け

た。

4 

ス
ト
ー
リ
ー
の
概
略
を
確
め
る
よ
う
注
意
を
与
え
た
上
で
、
指

名
読
み
を
さ
せ
た
。
要
所
要
所
に
は
確
認
の
説
明
を
加
え
た
。

文
中
の
年
号
や
地
名
を
手
が
か
り
に
、
時
代
の
特
徴
や
江
南
地

域
の
概
況
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
を
加
え
た

Q

地
理
的
な
説
明
に

は
O
H
P
を
用
い
た
。

ゆ
っ
く
り
斉
読
し
な
が
ら
、
各
自
描
写
が
鮮
明
で
、
印
象
が
鮮

か
だ
と
思
う
所
に
チ
ェ
ッ
ク
を
さ
ぜ
た
。
(
以
上
第
一
時
〉

5 6 7 

大
き
な
戸
で
、
は
っ
き
り
発
音
し
、
開
く
者
も
読
む
者

も
気
持
が
良
く
な
る
よ
う
な
工
夫
す
る
よ
う
に
と
い
う
注
意
を
与

え
な
が
ら
、
指
名
朗
読
を
さ
せ
た
。

斉
読
を
し
な
が
ら
、
段
落
毎
に
句
切
っ
て
、
解
釈
の
上
で
章
一
要

な
教
科
書
の
脚
訟
を
と
り
あ
げ
、
簡
単
な
補
足
説
明
を
し
た
。
た

と
え
ば
「
其
中
従
来
種
作
、
男
女
衣
著
、
悉
如
外
人
」
の
「
外
人
」

に
つ
い
て
の
教
科
書
(
角
川
版
)
の
注
に
は
「
漁
一
儲
か
ら
見
て
別

社
会
の
人
」
と
あ
っ
た
が
、
「
桃
源
の
人
々
か
ら
い
っ
て
外
部
の

人
、
す
な
わ
ち
漁
師
の
よ
う
な
一
般
の
中
間
の
人
」
と
い
う
説
が

〈日〉

あ
り
、
そ
ち
ら
を
と
っ
た
ガ
が
良
い
と
思
う
と
い
う
意
見
す
や
述
べ

る
こ
と
な
ど
を
し
た
。

8 

閉
山
く
者
が
意
味
の
脈
略
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

大
き
な
声
で
ゆ
っ
く
り
と
読
む
こ
と
を
指
示
し
な
が
ら
、
指
名
朗

読
を
さ
せ
た
Q

日
解
釈
上
疑
問
の
あ
る
点
の
質
問
を
出
さ
せ
た
。

日
第
一
一
一
時
に
は
六
行
以
上
階
隠
し
て
く
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

(
以
上
第
二
時
)

私
は
毎
時
間
の
授
業
の
流
れ
の
記
録
と
、
授
業
の
進
め
方
や
教
材

の
内
容
に
つ
い
て
の
感
想
を
、
輪
番
で
生
徒
に
記
録
し
て
も
ら
っ
て

い
る
が
、
「
桃
花
源
記
」
の
第
二
時
産
後
の
「
授
業
ノ
ー
ト
」
に
は

次
の
よ
う
な
感
想
が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
ο

「
何
度
も
繰
り
返
し
て
読
む
、
暗
唱
で
き
る
ま
で
読
む
と
い
う
の

は
、
指
分
に
と
っ
て
大
変
面
倒
く
さ
い
が
、
授
業
中
先
生
や
み
ん
な

と
調
子
を
合
わ
せ
て
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、
ふ
っ
と
文
章
の
世
界
に

引
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
吋
桃
花
源
記
』
で

も
、
こ
れ
ま
で
霧
の
む
こ
う
に
揺
れ
て
い
た
静
か
な
農
村
の
風
景

が
、
次
第
に
く
っ
き
り
と
自
の
前
に
現
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
感
じ
が

し
た
の
は
、
我
な
が
ら
不
思
議
だ
っ
た
。
薬
屋
根
の
間
に
土
蔵
の
自

援
が
光
り
、
狭
い
路
地
か
ら
は
鶏
の
声
が
響
い
て
く
る
。
回
閣
の
稲

は
す
く
す
く
と
育
ち
、
雑
草
の
茂
っ
た
休
耕
回
や
宅
地
用
の
埋
め
立

て
も
な
い
。
マ
イ
カ
ー
も
走
ら
ず
、
テ
レ
ピ
の
ア

γ
テ
ナ
も
立
っ
て

い
な
い
。
ど
う
や
ら
そ
れ
は
百
年
ほ
ど
前
の
僕
の
部
落
の
姿
の
よ
う

9 
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な
気
、
が
し
て
き
た
に

第
三
時
間
自
に
は
、
で
き
る
だ
け
音
吐
朗
々
と
と
い
う
注
文
を
つ

け
な
が
ら
、
五
人
の
生
徒
に
縞
慌
を
さ
せ
た
あ
と
、
各
人
が
印
象
的

だ
と
思
う
と
こ
ろ
を
挙
手
で
集
約
し
て
み
た
。
多
数
の
感
想
が
集
中

し
た
の
は
次
の
一
一
一
筋
所
で
あ
っ
た
。

A

忽
逢
桃
花
林
、
爽
岸
数
百
歩
、
中
無
雑
樹
。
芳
革
鮮
美
、
落
英

・
交
問
ペ
ヴ
。

執事
F'Lb

B

土
地
平
一
旗
、
原
舎
鍛
然
。
有
良

m-
美
池
・
桑
竹
之
属
、
好
信

交
通
、
鶏
犬
和
問
。

自
去
、
先
世
避
秦
時
乱
、
率
妻
子
邑
人
、
来
此
絶
境
、
不
復
出

遂
与
外
人
間
隔
。
問
、
今
是
何
世
。
乃
不
知
有
漢
。
無
論
説

C 
私
は
生
徒
逮
が
指
摘
し
た

B
の
、
桃
源
の
部
落
の
描
写
に
つ
い

て
、
ぎ
り
ぎ
り
に
絞
っ
て
中
心
と
な
る
語
句
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
ど
れ

に
な
る
か
を
、
斑
ん
慨
に
検
討
さ
せ
た
。
意
見
は
や
や
分
か
れ
た
が
、

生
徒
の
多
く
は
「
屋
舎
倣
然
」
の
一
旬
を
あ
げ
た
。
部
落
と
い
う
以

上
、
人
間
の
住
む
家
肢
が
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
と
い
う
の
が
彼
ら

の
理
由
で
あ
っ
た
。
私
は
生
徒
に
賛
成
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
説

明
を
加
え
た
。
「
説
文
し
と
い
う
古
代
の
辞
書
に
よ
る
と
、
「
綴
」
と

い
う
の
は
、
人
が
頭
を
あ
げ
て
き
ち
ん
と
姿
勢
を
正
し
た
状
態
だ
と

(

日

〉

い
う
。
ち
も
背
骨
を
仲
ば
し
顎
を
引
い
て
ご
ら
ん
。
そ
う
、
そ

れ
が
鍛
然
だ
。
教
科
書
の
注
に
は
「
い
か
め
し
く
」
と
書
い
て
あ
る

が
、
豪
壮
な
お
屋
敷
な
ん
か
じ
ゃ
な
く
て
、
仕
事
に
い
そ
し
み
、
つ

ま
し
い
な
が
ら
充
ち
足
り
た
暮
し
を
送
っ
て
い
る
百
姓
家
の
た
た
ず

ま
い
を
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
家
々
を
中
心
に
し
て
、
ゆ

た
か
な
感
じ
の
回
や
瀦
め
池
、
桑
畑
や
竹
薮
な
ど
が
広
が
っ
て
い
る

の
が
桃
花
源
の
風
景
な
ん
だ
な
。

「
桃
花
源
記
」
の
授
業
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
尽
き
た
こ
と
に
な

る
。
授
業
ノ
ー
ト
や
教
室
で
の
問
答
を
通
し
て
み
る
と
、
桃
花
一
棋
を

平
九
な
農
村
の
充
足
し
た
状
態
だ
と
す
る
理
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生

活
体
験
に
却
し
た
形
で
、
ど
う
や
ら
生
徒
遠
の
共
通
の
も
の
に
な
っ

た
よ
う
に
恩
わ
れ
た
。
桃
花
源
の
イ
メ
ー
ジ
の
再
構
成
は
、
古
来
、

詩
文
か
ら
山
水
顔
、
戯
曲
に
至
る
ま
で
の
各
分
野
で
、
数
え
き
れ
ぬ

ほ
ど
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
時
代
に
よ
り
、
人
に
よ
り
、
そ
の
理
解

の
仕
方
は
ま
さ
に
千
差
万
別
で
あ
る
が
、
概
括
す
る
な
ら
桃
源
は
人

間
界
を
縞
絶
し
た
虚
無
漂
紗
の
間
に
あ
る
神
仙
郷
だ
と
す
る
、
唐
の

(
日
)

王
維
や
劉
爵
錫
な
ど
に
始
ま
る
解
釈
が
、
主
調
を
占
め
て
き
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
桃
源
の
理
解
は
「
記
」
の
文
章

そ
の
も
の
よ
り
、
む
し
ろ
「
詩
」
の
中
の
前
記
の
「
春
蚕
云
一
五
」
等

や
「
相
命
離
農
耕
民
入
従
所
憩
い
寸
借
問
波
方
土
器
測
康
器
外
」

な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
概
念
的
な
勾
に
基
い
て
形
ふ
っ
く
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
伝
関
の
記
録
の
性
質
を
も
持
つ
「
記
」
と
、
理
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想
郷
へ
の
想
念
を
う
た
う
と
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
が

あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
い
だ
け
を
「
忠
心
レ
に
読
ん
で
ゆ

け
ば
、
や
は
り
八
二
年
の
教
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
お
の
ず
か

ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

八
一
一
方
に
お
い
て
は
第
六
次
の
教
育
課
程
に
恭
く
一

が
、
新
科
目
た
る
間
話
I
の
学
留
を
始
め
た
年
に
も
あ
た
っ
て
い

る
。
新
し
い
学
官
指
導
要
領
の
国
語
の
標
準
単
位
数
は
表
E
の
如
く

で
あ
る
が
、
現
任
校
で
の
実
施
カ
リ
今
ュ
ラ
ム
は
表
F
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
ο

こ
の
第
六
次
の
学
涜
指
導
要
領
の
特
徴
の
一
つ
と
し

て
、
教
育
課
程
の
編
成
と
突
施
に
つ
い
て
、
一
ー
で
き
る
限
り
学
校
の

(
お
)

自
主
判
断
に
委
ね
る
い
と
い
う
点
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
の

学
習
内
容
の
多
様
化
と
細
分
化
の
度
合
い
は
一
層
強
ま
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
一
面
、
教
科
の
能
接
担
当
者
の
「
努
力
」
を
通
し
て
の
、

単
位
数
増
加
の
余
地
が
広
め
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え

ば
現
任
校
一
年
生
の
国
語

I
の
五
単
位
は
、
県
内
普
通
科
高
校
に
ほ

ぼ
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
年
文
理
系
の
古
典
の
二
単
位
は
、

校
内
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
、
選
択
か
ら
必
修
に
変
更
さ
れ
た
結
果

で
あ
る
。
漢
文
の
学
官
設
に
つ
い
て
み
る
な
ら
、
一
年
生
で
は
前
年

度
ま
で
の
一
・
二
単
位
か
ら

0
・
九
単
位
へ
と
減
少
し
て
は
い
る

が

、

文

理

系

一

で

は

0
・

八

単

位

か

ら

一

・

七

へ

と

大

巾
に
増
大
し
て
い
る
。
教
育
課
程
の
改
訂
の
都
度
、
一
方
的
に
後
退

を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
き
た
古
典
教
育
に
と
っ
て
、
新
し
い
可
能

性
は
む
し
ろ
教
育
現
場
の
現
実
的
な
努
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て

ゆ
く
条
件
の
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
経
緯
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
当
部
す
る
流
動
的
な
状
況
の
中
で
、
古
典
教
育
の
さ
し

..--、 I~Â
珪l 諜語
解現 I

/ 
〆-戸----てi了
等文台 I~j 

ほ文 Jt!I
ほ・/

主ーか 1.5 
均rii'~

、、ー、、司・ー国，戸'

古現 I~ mヨ
"口 ?iI表問

典文現瓦

修
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択

必
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せ
ま
っ
た
課
題
は
、
や
は
り
限
ら
れ
た
条
件
に
対
応
し
て
い
か
に
効

率
的
な
授
業
展
開
の
方
式
を
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
に

絞
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
音
読
の
徹
底
が
そ
の
ま
ま
内
容

の
理
解
を
深
め
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
設

は
、
こ
の
場
合
の
切
り
口
の
一
つ
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
か
つ
て
谷
崎
潤
一
郎
は
「
文
章
読
本
」
に
お
い
て
、
現
代
の

は
詩
文
に
最
も
欠
け
て
い
る
も
の
は
音
調
の
美
で
あ
り
、
「
読
」
と

い
え
ば
普
通
「
黙
読
す
る
」
意
味
に
解
し
、
実
際
に
戸
に
出
し
て
読

(

付

加

)

む
叩
中
日
慣
の
す
た
れ
た
こ
と
を
批
判
し
た
。
谷
崎
は
文
章
表
現
の
立
場

か
ら
、
文
章
に
対
す
る
感
覚
を
研
ぐ
に
は
、
第
一
に
は
出
来
る
だ
け

多
く
の
も
の
を
、
繰
り
返
し
て
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
強
調

し
、
結
局
は
講
釈
を
せ
ず
に
素
読
だ
け
を
授
け
る
寺
子
屋
式
の
教
授

法
が
、
哀
の
理
解
を
与
え
る
の
に
最
も
適
し
た
方
法
で
あ
る
と
ま
で

断
じ
て
い
る
。
古
典
教
育
、
と
り
わ
け
漢
文
教
育
に
お
け
る
音
読
の

軍
要
性
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
谷
崎
の
論
以
上
の
進
展
が
な
く
、
教
室
の
授
業
に
お
い
て
も
黙

読
に
よ
る
解
釈
の
補
助
手
段
程
度
に
位
夜
づ
け
ら
れ
る
の
が
普
通
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
い
ち
ば
ん
の
理
由
は
、
音
読
と
文
章
の
内
務

理
解
の
関
連
性
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
媛
昧
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
資
読
の
反
覆
の
過
程
で
、

内
容
の
理
解
が
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
ゆ
く
か
の
具
体
的
な
追
究
が
、

こ
こ
で
の
鍵
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
八
二
年
の
「
桃
花
源
記
」

の
指
導
で
は
、

A

正
確
な
発
音

i
l
t
B
文
章
構
造
の
輪
廓
の
把

握

l
i
C
詩
句
の
意
味
と
文
脈
の
把
握

i
i
D
中
心
文
、

中
心
語
句
(
キ
i
-
ワ
ー
ド
)
の
発
見
、
と
い
う
階
梯
を
設
定
し
、
各

段
階
で
の
目
標
と
そ
れ
に
応
じ
た
着
限
点
を
生
徒
に
示
し
な
が
ら
、

問
答
を
挺
に
、
音
読
に
磨
き
を
か
け
て
ゆ
く
こ
と
を
授
業
過
程
の
中

心
課
題
と
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
こ
で
は
、
音
読
か
ら
朗
読
、
さ

ら
に
時
唱
へ
と
読
み
が
進
ん
で
ゆ
く
に
従
っ
て
、
理
解
も
段
階
的
に

深
ま
る
も
の
と
い
う
予
測
の
も
と
で
授
業
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で

占の一
7
9
0

朗
読
を
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
の
主
軸
に
据
え
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
は
、
本
来
は
単
位
数
の
如
何
に
は
無
縁
な
、
関
語
教
育
の

基
本
的
な
課
題
の
一
つ
の
は
ず
で
あ
る
。
煩
演
な
遂
一
語
訳
の
迷
路
か

ら
脱
け
出
し
、
心
を
引
き
つ
け
る
文
章
の
中
心
部
分
に
生
徒
の
自
を

集
中
さ
せ
、
主
題
と
の
か
か
わ
り
の
も
と
に
、
文
章
全
体
を
構
造
的

に
把
握
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、
音
読
の
徹
底
は
そ
の
た
め
の
重
要

な
手
段
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
だ
か
ら
で
あ
る
Q

時
数
の

制
限
と
い
う
、
い
わ
ば
外
圧
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
導
入
し
た
、
対
症

療
法
的
な
こ
こ
ろ
み
で
は
あ
る
が
、
教
育
課
程
全
体
の
中
に
お
い

て
、
古
典
教
育
の
位
寵
づ
け
が
よ
り
閥
的
擦
と
な
る
時
点
で
、
十

朗
読
が
あ
ら
た
め
て
間
い
な
お
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

( 72 ) 



合
法
〉

〈
1
〉
第
四
次
改
訂
当
時
の
発
言
と
し
て
は

鎌
田
正
「
漢
文
教
育
の
理
論
と
指
導
・
序
」
一
九
七
一
一
、
大
修
館

益
悶
勝
淑
〈
「
古
典
文
学
教
育
の
曲
り
角
で
」
(
「
国
語
通
信
い
一
一
一
七
号
、

一
九
六

O
、
筑
摩
書
房
〉

な
ど
が
あ
っ
た
が
、
第
六
次
改
訂
に
際
し
て
は

鎌
田
正
「
新
教
育
課
程
に
お
け
る
漢
文
の
指
導
」
(
「
悶
語
教
窓
」
六
号
、

八
一
、
大
修
館
)

田
部
井
文
雄
「
漢
文
教
育
の
現
状
と
将
来
」
〈
「
日
本
語
学
」
八
一
一
一
年
三
目

号
、
明
治
議
院
)

な
ど
の
論
考
に
注
目
し
た
い
。

(
2
〉
七
二
年
に
生
徒
か
ら
提
出
さ
れ
た
問
題
点
の
う
ち
、
授
業
で
と
?
あ

げ
た
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

-
z
X中
に
出
て
く
る
一
一
一
つ
の
「
外
人
」
の
意
味
の
異
向
。

2

「
不
足
為
外
人
道
」
で
、
も
し
桃
花
一
訟
の
こ
と
を
知
ら
せ
た
く
な
い

な
ら
、
な
ぜ
も
っ
と
強
く
口
止
め
し
な
か
っ
た
の
か
。

3

漁
人
は
桃
源
境
に
行
き
つ
け
た
の
に
、
太
守
の
家
来
が
行
き
つ
け
な

ミ

つ

こ

1

J

中
A

F
ム
J
寸
一
ミ

O

ム
μ
-
中

j
f
u
l
f
-、4
7刀

4
別
則
子
撲
と
い
う
人
物
が
文
京
に
登
場
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
彼
が
望
み

を
来
さ
な
い
で
死
ん
だ
こ
と
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
。

5

陶
淵
明
は
な
ぜ
「
桃
一
花
源
記
」
を
書
い
た
の
か
。

〈
3
〉
実
質
的
な
変
化
に
つ
い
て
は
、
当
時
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

「
今
回
の
改
訂
は
、
古
典
の
中
の
間
?
と
乙
と
の
関
係
が
、
ー
と
H
と
の
関

係
に
お
き
か
え
ら
れ
た
だ
け
の
よ
う
に
み
え
な
い
で
も
な
い
。
だ
が
、
事

実
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
従
来
の
乙
I
、
乙
立
の
内
容
が
吋
精
選
b

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
回
の

I
甲
・

I
乙
の
中
に
移
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
立
は
従
米
ま
で
の
教
科
書
編
成
上
の
枠
を
越
え
た
い
わ
ゆ
る
吋
丸

木
ぬ
の
採
用
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
ご
小
野
田
平
「
出
態
か

ら
の
脱
出
を
l
!改
訂
、
漢
文
教
科
書
籍
ご
令
授
の
言
語
教
育
」

一
巻
一
一
一
号
、
七
三
、
一
一
一
省
堂
)

ハ
4
)
類
型
制
は
第
四
次
の
学
習
指
導
要
領
の
「
総
則
」
か
ら
明
記
さ
れ
て

い
る
が
、
学
校
現
場
で
積
極
的
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
七

三
年
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
思
視
的
に
は
中
央
教
育
審
議
会
の
六

六
年
答
中
「
後
期
中
等
教
育
拡
充
整
備
に
つ
い
て
(
別
記
・
期
待
さ
れ
る

人
間
像
ど
及
び
七
一
年
答
申
「
今
後
に
お
け
る
学
校
教
育
の
総
合
的
な

拡
充
整
舘
の
た
め
の
基
本
的
指
策
に
つ
い
て
」
な
ど
の
構
想
の
具
体
化
と

見
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
5
〉
古
川
幸
次
郎
「
漢
文
の
効
用
」
〈
「
儒
者
の
一
一
一
一
口
葉
」
五
七
、
筑
摩
書
房
〉

ハ
6
)

八
二
年
の
授
業
生
は
、
明
治
書
院
版
の
教
科
書
で
、
一
年
時
に
は
漢

文
入
門
、
凝
隣
人
父
ハ
韓
非
子
)
朝
三
暮
四
〈
列
子
)
苛
政
一
猛
於
虎
(
礼

記
〉
唐
詩
十
二
昔
、
鶏
，
鳴
狗
盗
(
十
八
史
略
)
論
議
十
章
を
十
月
か
ら
一

月
に
か
け
て
一
一
一
十
時
間
弱
学
ん
で
き
て
い
た
。
二
年
時
に
は
六
月
一
杯
八

時
間
で
鴻
門
之
会
、
十
一
月
か
ら
十
一
一
月
に
八
時
間
で
社
甫
の
詩
三
首
と

淵
明
の
詩
文
、
二
月
に
六
時
間
か
け
て
孟
子
・
荘
子
各
三
家
を
扱
っ
た
。

淵
間
関
の
詩
文
は
「
貴
子
」
「
帰
去
来
辞
」
「
飲
酒
其
五
」
が
教
科
書
の
一
一
一

つ
の
単
一
五
に
分
散
さ
れ
て
い
た
が
、
「
帰
去
来
辞
」
は
一
一
一
年
時
に
ま
わ
し
、

か
わ
り
に
「
挑
花
涼
記
」
を
投
げ
こ
み
教
材
と
し
(
角
川
害
賠
版
教
蓄
を

利
用
)
、
「
貴
子
」
は
古
川
幸
次
郎
氏
の
「
淘
淵
明
伝
」
の
抄
録
と
と
も
に
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補
助
教
材
と
し
て
用
い
た
。

ハ
7
〉
柳
町
仰
向
男
「
伝
説
の
系
統
及
び
分
類
」
(
「
太
陽
」
十
六
巻
十
六
号
、

一
九
一

O
、
な
お
「
柳
出
閉
山
内
集
」
第
五
巻
、
筑
摩
書
一
房
に
も
所
収
)

(
8
〉
陳
寅
格
「
桃
花
一
蹴
記
労
託
」
(
「
清
華
学
報
」
十
一
巻
一
期
、
一
一
一
六
、

な
お
「
陶
淵
例
研
究
資
料
業
一
樹
」
中
華
書
局
に
も
所
収
)

ハ
9
)

た
と
え
ば
梁
啓
超
の
「
陶
淵
明
年
譜
」
で
は
、
騒
安
年
間
〈
一
一
一
九
七

i
問
。
一
〉
、
吉
陸
氏
の
「
陶
靖
節
年
譜
」
で
は
太
元
年
間
(
一
一
一
七
六
i

一
一
一
九
六
〉
の
作
と
し
て
い
る
。

ハ
ぬ
〉
楊
弟
「
陶
淵
明
年
譜
A
F訂
」
ハ
「
陶
淵
明
集
校
婆
」
民
国
六
五
年
、
正

文
書
玲
)

(
日
)
鼓
文
娩
「
陶
完
売
詩
析
義
」

〈
ロ
〉
一
海
知
義
「
外
人
考
i
i桃
花
源
記
琉
記
」
(
「
漢
文
教
室
」
四
五
号

五
九
年
、
大
修
館
)

(
日
〉
「
説
文
」
縦
、
昂
頭
也
o
H
A
人
厳
声
。
一
日
好
克

(
H
貌)。

(
M
〉
た
と
え
ば
王
維
の
「
桃
源
行
」
、
劉
民
錫
の
「
桃
源
行
」
な
ど
。

(
お
〉
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
「
高
等
学
校
指
導
要
領
解
説
総
別
編

(
案
ど
第
一
章
第
二
節
、
七
九
年
。

(
路
〉
谷
崎
潤
一
郎
「
文
章
読
本
」
第
一
章
、
及
び
第
二
章
、
三
四
年
、
中

央
公
論
社
(
新
版
は
八
一
年
、
ム
ハ
興
出
版
)
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