
生
徒
の
疑
問
を
活
か
し
た
授
業

1
1
1
1

『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
場
合
l
l
i

は
じ
め
に

お
そ
ら
く
ど
の
高
校
で
も
、
新
指
導
要
領
に
よ
っ
て
、
各
教
科
で

の
単
位
分
捕
り
合
戦
が
演
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
学
校
五
毘
制

を
想
定
し
て
い
な
い
新
指
導
要
領
下
で
は
指
導
要
領
通
り
に
各
教
科

の
単
位
数
を
設
定
し
た
の
で
は
、
月
2
回
の
土
曜
休
業
に
対
応
で
き

る
無
理
の
な
い
教
育
課
程
は
編
成
で
き
な
い
。
い
き
お
い

λ
試
に
関

係
の
少
な
い
教
科
に
し
わ
寄
せ
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

国
語
の
中
で
は
真
っ
先
に
漢
文
が
捨
五
に
あ
が
る
は
ず
で
あ
る
。

入
試
科
自
か
ら
も
は
ず
さ
れ
、
し
か
も
国
語
の
教
師
の
中
に
も
漢
文

を
教
え
る
こ
と
を
嫌
う
者
が
多
く
、
ま
た
生
徒
も
漢
字
ば
か
り
が
並

ん
で
い
る
文
章
で
あ
る
漢
文
を
嫌
う
と
い
う
状
況
を
考
え
る
と
、
漢

文
が
排
除
さ
れ
る
の
は
当
然
と
い
う
感
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
も
と
で
の
漢
文
の
授
業
は
何
ら
か
の

工
夫
を
迫
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

渡

辺

雅

之

講
義
式
の
読
ん
で
解
釈
字
の
ご
と
し
と
い
う
授
業
で
は
生
徒
は
つ

い
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
講
義
式
の
授
業
も
一
方
で
は
必
要

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
生
徒
は
食
傷
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ

。

〉

h
ノ

そ
こ
で
、
何
か
生
徒
の
漢
文
に
対
す
る
輿
味
を
喚
起
す
る
方
法

は
、
と
い
う
こ
と
で
考
え
つ
い
た
の
が
今
回
取
り
上
げ
る
授
業
で
あ

る。
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数
年
間
、
こ
の
授
業
を
行
っ
て
み
て
、
生
徒
の
反
応
は
意
外
と
よ

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
普
段
の
解
釈
中
心
の
授
業
で
は
な
い
と
い
う

目
新
し
さ
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

」
の
授
業
の
ね
ら
い

漢
文
が
読
め
て
、
解
釈
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
け
が
漢
文
の

授
業
の
目
的
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
解
釈
の
み
に
時
間
を
と
ら
れ

て
、
真
の
漢
文
の
面
白
み
を
殺
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
日
々



教
室
で
生
徒
と
授
業
を
行
っ
て
い
て
、
疑
問
に
感
じ
た
点
で
あ
る
。

た
ま
に
は
、
解
釈
を
行
わ
ず
、
別
な
角
度
か
ら
漢
文
の
授
業
が
で
き

な
い
か
。
ま
た
、
一
方
通
行
の
授
業
で
は
な
く
生
徒
を
巻
き
込
ん
だ

活
気
あ
る
授
業
が
展
開
で
き
な
い
も
の
か
。
さ
ら
に
、
授
業
中
あ
る

い
は
、
授
業
後
に
生
徒
か
ら
出
さ
れ
る
質
問
の
中
に
は
、
意
外
と
重

要
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
り
、
授
業
者
が
舌
を
巻
く
よ
う
な
高
度

な
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
生
徒
か
ら
の
疑
問
を
授
業
に
活
か

せ
な
い
も
の
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
今
回
の
授
業
計
画
を
思
い
付
い
た
の
で
あ
る
。

ね
ら
い
を
ま
と
め
て
み
る
。

生
徒
を
積
極
的
に
授
業
に
参
加
さ
せ
る
。

疑
問
に
思
っ
た
点
を
疑
問
の
ま
ま
に
さ
せ
な
い
。

そ
の
教
材
を
深
読
み
す
る
経
験
を
持
た
せ
る
。

1 2 3 

項
羽
本
紀
の
授
業

以
下
、
項
羽
本
紀
の
授
業
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
配
当
授
業
時
数

は
十
四
時
間
を
想
定
し
て
い
る
。

ー
先
ず
、
事
前
の
予
習
と
し
て
、
夏
休
み
の
課
題
に
、
司
馬
遼
太

郎
『
丹
市
明
羽
と
劉
邦
』
を
読
む
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
な
お
、
補
助

資
料
と
し
て
、
横
山
光
輝
の
漫
画
を
読
む
こ
と
も
勧
め
た
。

2

実
際
の
授
業
の
第
一
時
限
l
第
三
時
間
以
を
用
い
て
、
「
項
羽
本

紀
」
の
「
鴻
門
之
会
」
と
「
四
面
楚
歌
」
(
昭
和
5
1
年
発
行
、
大
修

館
書
脂
教
科
書
、
精
選
高
等
撰
文
全
I
乙
)
を
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の

と
、
「
項
羽
本
紀
」
す
べ
て
の
口
語
訳
ハ
渡
辺
の
訳
し
た
も
の
)
と
を

配
布
し
、
生
徒
に
用
紙
を
配
布
し
、
疑
問
点
を
記
入
さ
せ
提
出
さ

せ
る
。

3

生
徒
か
ら
の
疑
問
点
を
ま
と
め
て
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
布
。
そ

の
際
、
生
徒
の
疑
問
を
活
か
そ
う
と
い
う
こ
と
で
一
人
の
生
徒
に

つ
き
、
最
低
一
つ
は
、
つ
ま
ら
ぬ
疑
問
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
取

り
上
げ
た
。
(
今
回
の
疑
問
箇
所
か
ら
は
除
い
て
あ
る
)

4

そ
の
日
に
行
う
予
定
の
簡
所
に
つ
い
て
、
ま
ず
範
読
後
、
全
員

に
一
文
ず
つ
後
に
つ
い
て
読
ま
せ
る
。
そ
の
際
、
重
要
句
形
な
ど

に
つ
い
て
は
ハ
生
徒
に
は
句
形
の
用
例
を
パ
タ
ー
ン
ご
と
に
ま
と
め
た
プ

り
ン
ト
を
持
た
せ
て
あ
る
)
、
重
点
的
に
解
説
す
る
。

5

プ
リ
ン
ト
の
疑
問
点
だ
け
を
授
業
で
取
り
上
げ
て
、
生
徒
に
そ

の
疑
問
笛
所
を
還
元
し
て
吟
味
・
議
論
さ
せ
る
。
な
お
、
解
釈
は

口
語
訳
の
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
て
あ
る
の
で
省
略
す
る
。

6

生
徒
の
意
見
を
取
り
上
げ
て
、
可
否
を
皆
で
吟
味
し
つ
つ
、
授

業
者
、
が
補
足
し
て
結
論
を
出
し
、
授
業
を
進
め
て
い
く
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
疑
問
点
を
す
べ
て
吟
味
す
る
こ
と
は
不
可
能
な

の
で
、
重
要
で
な
い
も
の
は
生
徒
に
解
答
を
言
わ
せ
る
か
、
教
授

者
で
答
え
を
与
え
て
し
ま
う
。
、
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な
お
、
本
校
で
は
一
年
次
で
は
漢
文
を
行
わ
ず
、
二
年
次
に
二
単

位
を
行
う
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
ん
で
い
る
。

四

生
徒
か
ら
の
疑
問

生
徒
に
提
出
さ
せ
た
疑
問
点
を
ま
と
め
た
も
の
が
次
の
間
で
あ

る
。
た
だ
し
、
本
来
の
も
の
は
生
徒
を
授
業
に
引
き
つ
け
る
意
味
も

あ
っ
て
、
最
低
一
人
に
一
つ
の
疑
問
を
取
り
上
げ
た
の
で
、
も
っ
と

数
は
多
い
。
こ
こ
で
は
、
わ
か
り
き
っ
た
事
項
の
疑
問
あ
る
い
は
、

愚
問
に
類
す
る
も
の
は
省
略
し
た
。

ま
た
、
後
の
考
察
の
た
め
、
便
宜
的
に
疑
問
点
を
1

表
現
に
関

わ
る
疑
問
、

2

内
容
に
関
わ
る
疑
問
、

3

時
代
背
景
や
中
国
文

化
に
関
わ
る
疑
問
、
の
三
つ
に
分
類
し
て
掲
げ
た
。

〔
表
現
に
関
わ
る
疑
問
〕

間
「
抗
秦
卒
二
十
余
万
人
」
と
あ
る
が
、
そ
ん
な
に
大
き
い
穴
が

あ
っ
た
の
か
。

問
途
中
で
「
項
羽
」
か
ら
「
項
王
」
と
言
い
方
が
変
わ
っ
て
い
る

の
は
何
故
か
。

「
人
方
為
万
組
、
我
為
魚
肉
」
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
。

「
火
三
月
不
滅
」
で
、
実
際
に
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
。

「
人
或
」
と
「
説
者
」
と
は
同
一
人
物
か
、
そ
れ
と
も
別
人
か
。

「
天
之
亡
我
、
非
戦
之
罪
也
」
の
意
味
が
よ
く
取
れ
な
い
が
。

間関間関

間
「
殺
数
十
百
人
」
と
あ
る
が
、
一
人
で
こ
ん
な
に
殺
せ
た
の
か
。

間
「
項
王
笑
臼
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
笑
い
」
は
ど
う
い
う
笑
い

カ
間
「
旦
籍
与
江
東
子
弟
八
千
人
」
で
、
「
籍
」
と
ヰ
一
一
口
っ
て
、
一

t

五日」

や
「
我
」
を
用
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

〔
内
容
に
関
わ
る
疑
問
〕

間
「
有
兵
守
関
、
不
得
入
」
と
あ
る
が
、
ど
こ
の
丘
ハ
か
。
ま
た
、

な
ぜ
通
さ
な
か
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
、
項
羽
ほ
ど
の
大
軍
を
擁
す

る
者
が
な
ぜ
通
れ
な
か
っ
た
の
か
。

間
「
市
公
己
破
威
陽
」
で
部
公
は
結
果
が
予
想
で
き
た
だ
ろ
う
に
、

な
ぜ
先
に
破
っ
た
の
か
。
ま
た
、
何
故
滞
公
が
成
昭
防
を
破
る
と
不

都
合
な
の
か
。
さ
ら
に
、
当
陽
君
だ
と
簡
単
に
破
れ
た
の
は
何
故

方
。

同
叫

二
箇
所
あ
る
「
項
羽
大
怒
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ
項
羽
は
何
故
怒
っ

て
い
る
の
か
。

「
左
司
馬
曹
無
傷
」
は
ど
う
い
う
得
が
あ
っ
て
密
告
し
た
の
か
。

「
使
子
嬰
為
相
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。

「
食
於
財
貨
好
美
姫
。
今
入
関
財
物
無
所
取
、
婦
女
無
所
幸
」

と
い
う
の
は
事
実
な
の
か
。
曹
無
傷
の
発
一
一
一
一
口
と
矛
盾
す
る
の
で

は
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
。

「
此
其
士
山
不
在
小
」
と
あ
る
が
、

問問問間
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な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
わ
か
る



の
か
。

間
な
ぜ
部
増
は
こ
こ
ま
で
油
公
を
恐
れ
た
の
か
。
ま
た
、

何
故
市
公
に
つ
か
な
い
の
か
。

問
項
伯
は
項
羽
の
叔
父
な
の
に
、
何
故
部
公
と
義
兄
弟
の
契
り
を

結
ん
だ
の
か
。

問
項
伯
が
障
に
一
反
っ
た
と
き
、
項
羽
は
不
審
に
思
わ
な
か
っ
た
の

、4
0

ふ

μ

問
「
従
百
余
騎
」
で
、
ど
う
し
て
百
騎
ほ
ど
で
出
か
け
た
の
か
。

ま
た
そ
の
軍
勢
は
ど
こ
に
い
た
の
か
。

間
「
歪
鴻
門
謝
日
」
で
、
部
公
は
ど
う
し
て
項
羽
に
謝
る
の
か
。

間
「
小
人
」
と
は
誰
を
指
す
の
か
。

問
項
羽
は
ど
う
し
て
簡
単
に
怒
り
を
鎮
め
て
し
ま
っ
た
の
か
。
ま

た
、
な
ぜ
密
告
者
の
名
を
教
え
た
の
か
。

問
項
王
は
な
ぜ
黙
っ
た
ま
ま
応
じ
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
花
増

は
何
故
自
分
で
行
動
せ
ず
に
項
荘
に
命
じ
た
の
か
。

間
「
君
王
為
人
不
忍
」
と
あ
る
が
、
項
羽
は
残
忍
で
は
な
い
の
か
。

た
だ
の
お
世
辞
な
の
か
。

間
な
ぜ
数
の
上
で
は
圧
倒
的
に
有
利
な
の
に
「
不
者
、

虜
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
。

問
項
伯
は
ど
う
し
て
殺
気
を
感
じ
取
れ
た
の
か
。

な
ぜ
剣
舞
を
許
可
し
た
の
か
。

E
国
土

↓、ザ
1
4
3
F
B
b
y

若
属
皆
旦

ま
た
、

項
羽
は

「
与
之
向
命
」
で
、
焚
噌
が
運
命
を
共
に
す
る
と
い
っ
て
い
る

の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

間
「
損
容
視
項
玉
」
で
、
焚
愉
日
は
項
羽
を
に
ら
ん
だ
が
、
こ
ん
な

こ
と
を
し
て
大
丈
夫
だ
と
思
っ
た
の
か
。

間
ど
う
し
て
奨
喰
の
代
わ
り
に
張
良
が
答
え
て
い
る
の
か
。

間
「
壮
士
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
項
羽
は
気
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の

、4
0

カ
問
「
痘
酒
安
足
辞
」
と
あ
る
が
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
か
。

間
「
喜
毛
不
敢
有
所
近
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
で
あ
っ
た
の

ミ

O

，刀
間
「
坐
」
と
あ
る
が
、
項
羽
は
ど
う
し
て
こ
れ
だ
け
し
か
言
わ
な

か
っ
た
の
か
。

問
項
羽
は
滞
公
を
廊
に
ゆ
か
せ
て
逃
げ
る
と
思
わ
な
か
っ
た
の

、4
0

カ
問
項
羽
は
ど
う
し
て
す
ぐ
に
浦
公
を
殺
さ
な
か
っ
た
の
か
。

間
「
項
王
使
都
尉
陳
平
召
浦
公
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
項
羽
は
捜
さ

せ
た
の
か
。
ま
た
陳
平
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

間
「
抜
剣
撞
部
破
之
」
と
あ
る
が
、
活
増
は
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を

し
た
の
か
。
ま
た
、
項
羽
は
そ
れ
を
と
が
め
な
か
っ
た
の
か
。

「
堅
一
子
」
と
は
誰
の
こ
と
か
。

間
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間
「
部
公
至
寧
立
設
殺
曹
無
傷
」
と
あ
る
が
、
曹
無
傷
は
な
ぜ
逃

げ
な
か
っ
た
の
か
。

問
項
羽
は
ど
う
し
て
子
嬰
を
殺
し
た
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
宮
殿
を

焼
い
た
の
か
。

間
「
欲
東
帰
」
で
何
故
項
羽
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
故
郷
に
こ
だ
わ

る
の
か
。

間
「
四
面
楚
歌
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ま

た
、
こ
れ
は
作
戦
だ
っ
た
の
か
。

問
項
羽
は
な
ぜ
嘆
い
て
い
る
の
か
。

間
「
時
不
利
今
離
不
逝
」
で
、
ど
う
し
て
維
は
進
ま
な
い
の
か
。

ま
た
、
隣
は
ど
ん
な
馬
だ
っ
た
の
か
。

間
「
田
夫
給
」
で
、
何
故
国
夫
は
嘘
を
つ
い
た
の
か
。

間
「
有
二
十
八
続
」
の
と
き
は
、
戦
う
気
で
い
た
の
に
、
後
で
烏

江
を
渡
れ
ば
逃
げ
ら
れ
る
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
を
放
棄
し
た
の

は
何
故
か
。

間
「
必
三
勝
之
」
と
一
一
一
一
同
っ
て
い
る
項
羽
の
真
意
は
。

間
「
何
如
」
と
一
士
一
向
っ
て
い
る
と
き
の
項
羽
の
心
理
は
。

間
「
犠
船
待
」
で
、
烏
江
の
亭
長
は
何
故
項
羽
が
逃
げ
て
来
る
の

を
知
っ
て
い
た
の
か
。

問
「
大
王
急
一
渡
」
と
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
項
羽
は
渡
ら
な
か
っ

た
の
か
。

阿
川
「
乃
自
制
郷
市
死
」
で
、
実
羽
は
な
ぜ
逃
げ
な
か
っ
た
の
か
。
ま

た
、
こ
の
持
、
部
公
や
花
増
は
何
を
し
て
い
た
の
か
。

〔
持
代
背
景
や
中
間
同
文
化
に
関
わ
る
疑
問
〕

間
「
五
回
令
人
望
一
其
気
、
山
首
為
竜
虎
成
五
釆
」
と
あ
る
が
、
「
気
」
と

は
何
な
の
か
。
ま
た
、
「
五
釆
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の

ミ

O
ヵ

問
実
伯
は
実
現
の
一
番
下
の
叔
父
、
項
梁
は
項
羽
の
一
番
下
の
叔

父
、
と
い
う
矛
盾
は
。

問
こ
の
座
席
の
座
り
方
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
。

間
活
増
が
玉
決
を
挙
げ
た
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
。
ま
た
、

こ
の
目
配
せ
は
滞
公
側
に
悟
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
何
故

活
増
は
そ
こ
ま
で
滞
公
を
殺
し
た
い
の
か
。

関
長
寿
の
祈
り
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

問
項
羽
の
叔
父
で
あ
る
安
倍
が
項
荘
か
ら
滞
公
を
守
っ
て
罪
に
な

ら
な
い
の
か
。

間
「
側
其
盾
、
以
撞
衛
士
件
地
。
」
で
こ
こ
の
動
作
は
ど
う
い
う
動

作
な
の
か
。
ま
た
他
に
は
項
羽
の
兵
士
が
い
な
か
っ
た
の
か
。

間
「
賜
之
裁
一
屑
」
と
あ
る
が
、
豚
肉
あ
る
い
は
一
屑
の
肉
と
い
う
こ

と
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
。

生
肉
を
食
べ
て
も
平
気
な
の
か
。

盾
の
上
で
生
肉
を
切
り
裂
い
て
食
べ
る
と
い
う
行
為
は
無
礼
で
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は
な
い
の
か
。

間
「
封
侯
之
賞
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

間
「
於
是
遂
去
」
と
あ
る
が
、
張
良
や
部
公
は
ど
う
し
て
簡
単
に

抜
け
出
せ
た
の
か
。
ま
た
、
敵
陣
に
鱒
単
に
往
来
で
き
た
の
か
。

悶
「
楚
人
泳
猿
而
冠
耳
」
で
楚
人
は
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
馬
鹿
に

さ
れ
て
い
る
の
か
。

問
「
虞
美
人
」
は
こ
の
後
、

の
意
味
は
。

ど
う
な
っ
た
の
か

。
ま
た
、

「
美
人
」

五

考
察

ま
ず
、
疑
問
と
し
て
は
内
容
に
関
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
か
っ

た
。
活
発
に
議
論
が
展
開
さ
れ
た
の
も
こ
の
内
容
に
関
す
る
疑
問
点

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
円
項
羽
と
劉
邦
』
及
び
、
漫
画
を

読
む
こ
と
を
義
務
と
し
た
た
め
、
内
容
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
知
識

と
し
て
頭
に
入
っ
て
い
た
た
め
自
信
を
も
っ
て
発
言
で
き
た
た
め
と

忠
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
項
羽
本
紀
の
他
の
部
分
か
ら
容
易
に
解

答
が
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に

「
子
嬰
を
宰
相
に
し
た
事
清
」
や
「
沼
増
と
曹
無
傷
と
の
発
一
一
一
口
の
食

い
違
い
」
な
ど
で
は
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
と
な
る
事
項
を
述
べ
て
活
発
な

議
論
と
な
っ
た
。
ま
た
、
生
徒
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
も
的
を
射
て
い

る
も
の
が
多
か
っ
た
の
も
、
内
容
に
関
す
る
疑
問
点
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
意
見
が
出
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
表
現
に
演
す
る
も

の
、
文
化
に
関
す
る
も
の
の
中
に
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
教
授
者
自

身
の
問
題
で
も
あ
る
、
が
、
時
代
背
景
や
文
化
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な

い
点
が
多
く
、
意
見
の
述
べ
よ
う
の
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
教
授
者
自
身
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
力
説
し

た
た
め
か
、
「
項
伯
と
項
梁
の
一
番
下
の
叔
父
」
と
い
う
問
題
や
「
項

羽
と
項
主
の
言
い
替
え
」
の
荷
題
に
つ
い
て
は
、
逆
に
意
見
が
多
く

提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
ち
ら
は
生
徒
の
意
見
と
し
て
は
、
明
ら
か

に
誤
っ
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
た
。

以
上
か
ら
、
内
容
に
関
し
て
は
教
授
者
が
ほ
と
ん
ど
関
与
せ
ず
と

も
、
生
徒
自
身
で
正
解
に
到
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
と
く

に
文
化
等
に
関
す
る
も
の
で
教
授
者
自
身
が
確
信
を
も
て
な
い
も
の

に
関
し
て
は
、
解
答
の
導
き
方
に
工
夫
の
必
要
を
感
じ
た
。
と
も
す

る
と
、
強
引
に
教
授
者
の
意
見
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
点
に
反
省
す
る

余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
さ
ら
な
る
教
材
研
究
が
必
要
で

あ
る
こ
と
も
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
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授
業
の
展
開

実
際
の
授
業
で
の
生
徒
と
の
や
り
取
り
を
交
え
た
主
な
例
を
以
下

に
列
挙
す
る
。
「
間
」
は
生
徒
か
ら
の
疑
問
点
。
「
意
見
」
は
そ
れ
を



生
徒
に
還
元
し
た
時
の
生
徒
の
意
見
。
「
答
」
は
筆
者
が
ま
と
め
と

し
て
生
徒
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
も
っ
と
多

く
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た
り
、
教
授
者
も
様
々
な
こ
と
に
触
れ
て
は

い
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。

間
「
院
秦
卒
二
十
余
万
人
」
と
あ
る
が
、
そ
ん
な
に
大
き
い
穴
が

あ
っ
た
の
か
。

意
見
司
馬
遼
太
郎
『
項
羽
と
劉
邦
』
で
は
断
崖
か
ら
突
き
落
し
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

意
見
横
山
光
輝
の
漫
画
で
も
断
崖
か
ら
突
き
落
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

ぺ
抗
」
と
い
う
漢
字
の
意
味
に
は
「
生
き
埋
め
に
し
て
殺
す
」

と
い
う
説
と
、
「
崖
か
ら
突
き
落
し
て
殺
す
」
と
い
う
説
と
が

あ
る
。
人
数
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
は
、
「
山
屋
か
ら
突
き
落
し
た
」

と
い
う
方
が
妥
当
。

ま
た
、
実
際
の
黄
土
高
原
の
ほ
と
ん
ど
垂
直
に
近
い
切
り
立

っ
た
断
崖
を
見
て
も
、
「
山
鹿
か
ら
突
き
落
し
た
」
と
考
え
る
の

が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

間
二
箇
所
あ
る
「
項
羽
大
怒
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ
項
羽
は
何
故
怒

っ
て
い
る
の
か
。

最
初
の
は
、
部
公
が
先
に
成
援
を
破
っ
た
と
開
い
た
か
ら
。

次
の
は
、
部
公
が
秦
の
財
宝
を
独
り
占
め
に
し
た
か
ら
。

答意
見

意
見

答
最
初
の
「
項
羽
大
怒
」

i
j項
羽
は
友
軍
で
あ
る
は
ず
の
滞
公

が
一
関
谷
関
を
封
鎖
し
て
敵
対
し
、
し
か
も
自
分
よ
り
先
に
威
援
を

落
し
た
と
い
う
情
報
に
接
し
た
た
め
。
懐
王
と
の
約
束
で
先
に
威

援
を
落
し
た
も
の
が
関
中
の
王
と
な
る
と
い
う
取
り
決
め
が
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
す
。

次
の
「
項
羽
大
怒
」

i
i
l滞
公
が
関
中
の
王
と
な
ろ
う
と
し
て

い
る
と
い
う
清
報
に
接
し
た
た
め
と
、
秦
の
財
宝
を
独
り
占
め
に

し
た
と
い
う
情
報
に
接
し
た
た
め
。
両
方
と
も
項
羽
自
身
が
実
現

し
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

間
「
使
子
嬰
為
相
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
の

意
見
浦
公
は
心
の
や
さ
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。

意
見
そ
う
で
は
な
い
。
滞
公
は
自
分
の
子
供
す
ら
車
か
ら
捨
て

て
平
気
で
あ
っ
た
。
わ
か
ら
な
い
が
、
別
な
理
由
だ
ろ
う
。

答
曹
無
傷
の
発
一
一
一
一
口
が
事
実
だ
と
仮
定
す
る
と
、
後
日
、
人
心
を
つ

か
む
た
め
、
生
か
し
で
位
(
宰
相
〉
に
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

司
馬
遼
太
郎
の
『
項
羽
と
劉
邦
』
に
よ
れ
ば
、
張
良
な
ど
の
助
言

に
よ
り
、
い
ず
れ
は
自
国
の
民
に
な
る
で
あ
ろ
う
秦
の
人
民
に
敵

慌
心
を
持
た
せ
な
い
た
め
の
作
戦
と
の
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
句
高
祖
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
部
公
は
寛
容
さ
を
一
部
す
た
め

子
嬰
を
殺
さ
な
か
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
子
嬰
は
死
装
束
で
投

降
し
た
た
め
、
死
を
覚
悟
し
て
降
伏
の
意
を
表
し
て
い
る
者
を
殺
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せ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

後
の
項
羽
の
行
動
と
比
較
す
る
と
よ
い
。
項
羽
は
子
嬰
を
す
ぐ

に
処
刑
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
部
公
た
ち
の
よ
う
に
先
を
読

む
能
力
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
項
羽
は

愚
か
で
は
な
い
。
項
羽
に
と
っ
て
は
秦
は
自
国
を
滅
ぼ
し
た
憎
い

敵
で
あ
る
と
問
時
に
、
項
羽
の
祖
父
の
項
燕
・
叔
父
の
項
梁
を
戦

死
さ
せ
た
か
た
き
で
も
あ
っ
た
た
め
、
秦
憎
し
と
い
う
気
持
ち
が

上
回
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

間
「
五
回
令
人
望
其
気
、
皆
為
竜
虎
、
成
五
釆
」
と
あ
る
が
、
戸
♂

と
は
何
な
の
か
。
ま
た
「
五
釆
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

意
見
出
ず
。

答
「
気
」
と
い
う
の
は
難
し
く
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
一
穫
の
生

命
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
古
代
中
国
の
人
々
は
天

に
起
こ
る
様
々
な
変
化
・
異
常
は
地
上
の
異
変
の
前
兆
と
考
え

た
。
そ
の
結
果
、
「
占
星
術
・
占
風
術
・
望
気
術
」
な
ど
が
盛
ん

に
行
わ
れ
た
。

史
記
・
天
官
書
i
l項
羽
が
鎧
鹿
に
救
援
に
向
か
っ
た
時
、
柱
矢

の
星
が
西
に
流
れ
た
。
そ
の
結
果
、
項
羽
は
山
東
で
諸
侯
を
服
従

さ
せ
、
西
進
し
て
秦
兵
を
抗
に
し
、
威
援
を
落
と
し
た
。

軍
隊
に
は
、
占
風
・
占
星
・
望
気
の
専
門
家
を
随
行
さ
せ
、
敵
・

味
方
の
軍
上
の
気
を
観
測
さ
せ
た
。

次
に
、
五
釆
と
は
修
学
旅
行
で
高
松
塚
古
墳
を
訪
れ
た
グ
ル
ー

プ
も
あ
る
と
思
う
が
、
あ
そ
こ
の
壁
画
に
描
か
れ
た
青
竜
(
東
・

青
)
、
出
虎
(
西
・
白
)
、
朱
雀
(
南
・
赤
)
、
玄
武
(
北
・
黒
)
、
皇
帝

(
中
央
・
蓑
〉
の
五
色
が
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
五
色
と
は
、
全
宇

宙
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
彩
り
が
気
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
全
宇

宙
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
彩
り
が
気
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
全
宇

宙
の
支
配
者
と
な
る
人
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

更
に
、
竜
や
虎
と
い
う
の
も
皇
帝
の
象
徴
た
る
動
物
で
あ
り
、

将
来
皇
帝
た
り
う
る
人
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
項
羽
と
劉

邦
』
に
出
て
く
る
項
羽
の
母
親
の
上
に
竜
が
播
っ
て
い
た
話
な
ど

も
こ
う
い
う
こ
と
に
基
づ
い
た
挿
話
な
の
で
あ
る
。

問
項
伯
は
項
羽
の
一
番
下
の
叔
父
、
項
梁
は
項
羽
の
一
番
下
の
叔

父
、
と
い
う
矛
盾
は
。

意
見
「
季
父
」
と
い
う
の
は
複
数
い
た
の
で
は
な
い
か
。

意
見
父
方
・
母
方
の
ち
が
い
で
は
な
い
か
。

意
見
項
梁
が
一
番
下
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
死
亡
し
て
い

る
の
で
、
項
伯
が
一
番
下
に
な
っ
た
の
で
は
。

答
よ
く
わ
か
ら
な
い
部
分
で
あ
る
。

《
複
数
説
に
対
し
て
》

「
辞
源
」

i
i
-
父
之
幼
弟
。
「
称
謂
録
」

i
i
s叔
父
之
弟
臼
季
父
。

季
、
益
〈
也
。
甲
乙
之
次
、
話
〈
在
下
也
。
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
信
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じ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
一
人
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
複
数

い
た
と
い
う
意
見
も
尊
重
で
き
る
。

「
史
記
索
隠
」

i
i伯
仲
叔
季
、
兄
弟
之
次
。
故
叔
云
叔
父
、
季
一
玄

季
父
。

《
父
方
・
母
方
説
に
対
し
て
》

母
方
は
窮
(
母
の
昆
弟
〉
な
ど
異
な
る
称
で
あ
る
。

《
結
論
》

「
史
一
記
会
注
考
証
」

i
i項
伯
、
名
纏
、
字
伯
、
後
封
射
陽
侯
。
中

井
積
徳
田
、
季
而
字
伯
、
不
知
何
縁
故
。
と
あ
る
よ
う
に
、
よ
く

分
か
ら
な
い
。

間
「
藍
子
」
と
は
誰
の
こ
と
か
。

意
見
漫
画
で
は
項
羽
を
指
し
て
い
る
。

答
「
竪
子
」
と
は
青
二
才
・
小
僧
の
意
味
で
侮
蔑
の
言
葉
で
あ
る
。

も
し
、
直
接
項
羽
を
指
す
と
す
る
と
、
こ
の
会
話
で
項
羽
の
こ
と

を
一
方
で
「
竪
子
」
と
い
う
侮
蔑
の
一
一
言
葉
で
表
現
し
、
一
方
で

「
項
王
」
と
尊
敬
の
言
葉
で
表
現
す
る
と
い
う
矛
盾
が
生
ず
る
。

こ
こ
で
は
、
直
接
的
に
は
剣
舞
に
か
こ
つ
け
て
部
公
を
殺
せ
と
い

う
花
増
の
命
令
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
項
荘
を
指
し
、
踏
に
部
公

を
殺
す
決
断
を
し
な
か
っ
た
項
羽
を
指
し
て
い
る
と
見
る
の
が
妥

当。

期
途
中
で
項
羽
と
い
う
言
い
方
か
ら
項
王
と
い
う
言
い
方
に
変
わ

っ
て
い
る
の
は
何
故
か
。

意
見
単
に
言
い
換
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

意
見
司
馬
遷
が
記
述
し
た
時
期
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
。

答
項
羽
本
紀
で
は
項
佑
が
部
公
の
攻
撃
命
令
を
出
し
た
時
点
(
鴻

門
之
会
空
間
〉
を
境
に
し
て
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
完
全
に
項
羽

と
項
王
と
を
使
い
分
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
言
い
換

え
で
は
な
い
。
『
史
記
会
注
考
証
』
に
は
「
梁
玉
縄
田
、
羽
時
亦

未
玉
、
:
:
:
似
失
史
体
」
と
あ
今
、
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

実
羽
の
力
が
増
大
し
、
実
質
的
に
王
と
呼
ぶ
に
値
す
る
勢
い
を
有

し
た
た
め
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

間
こ
の
座
席
の
盛
り
方
に
何
か
意
味
が
あ
る
る
の
か
。

意
見
項
羽
が
一
番
上
席
、
以
下
、
活
増
・
滞
公
・
張
良
の
煩
。

意
見
沼
増
が
一
番
上
席
、
以
下
、
項
羽
・
浦
公
・
張
良
の
頼
。

意
見
項
羽
が
一
番
上
席
、
以
下
、
滞
公
・
活
増
・
張
良
の
煩
。

答
二
説
あ
る
。

ー
沼
増
の
位
置
を
最
上
位
と
し
、
以
下
、
項
羽
・
浦
公
・
張
良
の

頼
。
「
天
子
南
面
」
と
い
う
こ
と
か
ら
。

2

項
羽
の
位
援
を
最
上
位
と
し
、
以
下
、
活
増
・
浦
公
・
張
良
の

隠
Mho宮

殿
に
お
い
て
殿
上
と
殿
下
と
の
関
係
の
場
合
は
、
ー
に
な

今
、
北
側
が
最
上
位
に
な
る
。
平
地
に
お
い
て
は
西
側
が
最
上
位
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と
な
る
。

こ
こ
は
、
宿
営
地
の
こ
と
で
あ
り
、
宮
殿
で
は
な
い
の
で
、

2

の
説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
本
来
な
ら
客
人
で
あ
る
部
公
に
と
っ
て
は
、

極
め
て
屈
辱
的
な
座
席
配
置
で
あ
る
。
恐
ら
く
花
増
の
差
し
金

で
、
浦
公
が
激
怒
す
る
よ
う
な
ら
、
そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
抹
殺
し

よ
う
と
も
く
ろ
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

間
「
賜
之
議
一
屑
」
と
あ
る
が
、
豚
肉
あ
る
い
は
一
屑
の
肉
と
い
う
こ

と
に
何
か
意
味
、
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
ど
う
し
て
肉
な
ど
出
し
た

の
か
。
豚
の
生
肉
を
食
べ
て
も
平
気
な
の
か
。

意
見
項
羽
は
叫
科
大
山
慢
が
気
に
入
っ
た
た
め
ご
ち
そ
う
を
与
え
た
。

意
見
一
屑
の
肉
は
今
で
一
一
一
一
口
う
ロ

i
ス
で
上
等
の
肉
で
あ
っ
た
。

意
見
当
時
は
人
々
は
生
肉
を
食
べ
る
の
が
習
慣
で
あ
っ
た
。

意
見
項
羽
は
焚
噌
の
度
胸
を
試
す
た
め
に
危
な
い
生
肉
を
出
し

た。

答
当
時
は
、
豚
・
羊
・
牛
の
ど
れ
か
一
つ
で
も
食
卓
に
の
ぼ
れ
ば

ご
馳
走
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
項
羽
は
焚
噌
を
優
遇
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
(
そ
れ
ぐ
ら
い
気
に
入
っ
た
)
。
ま
た
、
一
屑
の
肉
は
豚
肉

の
中
で
も
高
級
な
部
分
で
あ
る
。
豚
の
生
肉
は
恐
ら
く
当
時
と
し

て
も
避
け
た
は
ず
で
あ
る
。

『
韓
非
子
』
に
燈
人
氏
が
火
を
起
こ
す
こ
と
を
人
々
に
教
え
て
か

ら
、
生
の
も
の
を
食
べ
て
人
々
が
お
腹
を
こ
わ
す
こ
と
が
な
く
な

っ
た
、
と
あ
り
、
項
羽
の
当
時
も
特
に
豚
の
生
肉
は
避
け
た
は
ず

で
あ
る
。
意
見
の
通
り
、
奨
愉
日
の
度
胸
を
試
す
た
め
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

間
「
於
是
遂
去
」
と
あ
る
が
、
張
良
や
滞
公
は
ど
う
し
て
簡
単
に

抜
け
出
せ
た
の
か
。
ま
た
、
敵
陣
に
簡
単
に
往
来
で
き
た
の
か
。

意
見
出
ず
。

答
放
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
山
を
背
に
し
て

陣
営
を
敷
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
野
営
地
で
あ
る
か
ら
、
簡
単

な
櫛
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
鰭
単
に
抜
け
出
ら
れ
た
は
ず
。
山
を

越
す
と
浦
公
の
陣
営
へ
の
近
道
と
な
り
、
ま
た
山
の
中
な
の
で
捜

し
て
も
紛
れ
て
街
単
に
は
見
つ
か
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
鴻
門
と

議
上
と
の
距
離
は
四
十
里
(
約
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
〉
、
近
道
を
と
れ

ば
、
二
十
里
〈
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
で
あ
る
。

間
「
楚
人
泳
猿
而
冠
耳
」
で
楚
人
は
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
馬
鹿
に

さ
れ
て
い
る
の
か
。

意
見
項
羽
が
意
見
を
全
く
受
け
付
け
な
い
の
で
腹
を
た
て
た
た

め。
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当
時
は
、
中
原
の
諸
国
か
ら
見
る
と
、
楚
は
南
方
の
野
蛮
な
留

と
い
う
認
識
し
か
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
、
方
言
な
ど
も
手
伝
っ

て
、
全
く
風
俗
の
異
な
る
未
開
の
民
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
は



ず
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
「
楚
人
」
は
意
見
の
と
お
り
、
項
羽
に
対

す
る
皮
肉
と
考
え
て
よ
い
。

問
問
虞
美
人
は
こ
の
後
、
ど
う
な
っ
た
の
か
。
ま
た
、
「
美
人
」

の
意
味
は
。

意
見
出
ず
。

答
史
記
で
虞
美
人
が
登
場
す
る
の
は
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
虞

美
人
な
る
人
物
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
は
全
く
わ
か
ら
な

い
。
「
美
人
」
は
後
に
女
官
の
階
級
名
に
な
る
が
、
こ
の
時
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
不
明
。
二
説
あ
る
0

1

絶
世
の
美
人
で
あ
る
虞
。

2

「
美
人
」
と
い
う
官
位
の
女
性
。

ー
と
考
え
て
お
く
。
ま
た
、
虞
美
人
が
こ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は

不
明
。
一
般
に
は
、
足
手
ま
と
い
に
な
る
の
を
嫌
っ
て
自
害
し
た

と
す
る
。
項
羽
に
殺
さ
れ
た
と
想
像
す
る
も
の
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
漢
書
』
項
籍
伝
に
虞
を
姓
と
す
る
の
に
基
づ
い
て
、

極
端
な
意
見
と
し
て
項
羽
の
息
子
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え

る
も
の
ま
で
あ
る
。

問
「
人
方
為
万
錦
、
我
為
魚
肉
」
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
。

意
見
訳
の
プ
リ
ン
ト
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
人
」
は
項
羽
側
を

「
我
」
は
部
公
側
を
一
訴
し
、
「
万
組
」
は
殺
す
側
、
「
魚
肉
3

一
は
殺

さ
れ
る
側
で
あ
る
。

答
司
馬
遷
の
巧
み
な
比
織
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
料

理
を
す
る
側
が
、
「
項
羽
側
・
刀
侶
」
で
あ
り
、
料
理
さ
れ
る
側

が
、
「
滞
公
側
・
魚
肉
」
で
あ
る
。
項
羽
側
は
い
つ
で
も
浦
公
側

を
殺
せ
る
立
場
に
い
る
と
い
う
こ
と
。

間
「
部
公
至
軍
立
諒
殺
菅
無
車
問
」
と
あ
る
が
、
曹
無
傷
は
な
ぜ
逃

げ
な
か
っ
た
の
か
。

意
見
自
分
の
名
前
が
ば
れ
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

答
曹
無
傷
の
思
惑
を
と
ら
え
て
み
る
と
よ
い
。
前
に
も
説
明
し
た

と
お
り
、
曹
無
傷
は
こ
の
ま
ま
滞
公
側
に
い
て
は
、
項
羽
に
攻
め

ら
れ
、
自
分
も
命
を
落
と
す
確
率
が
高
く
な
り
、
ま
た
、
左
司
馬

と
い
う
地
位
に
不
満
が
あ
っ
た
た
め
、
項
羽
側
に
寝
返
っ
て
、
も

っ
と
高
い
地
位
を
得
ょ
う
と
も
く
ろ
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
時
点
で
は
、
密
告
者
の
名
を
項
羽
が
明
か
す
と
は
患
っ
て
い
な

か
っ
た
ろ
う
し
、
市
公
が
無
事
に
一
戻
っ
て
来
る
と
も
思
っ
て
い
な

か
っ
た
は
ず
。

間
「
火
三
月
不
滅
」
で
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
「
殺

数
十
百
人
」
と
あ
る
が
、
一
人
で
こ
ん
な
に
殺
せ
た
の
か
。

意
見
出
ず
。

答
劇
的
効
果
を
高
め
る
た
め
の
誇
張
表
現
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本

文
に
多
用
さ
れ
て
い
る
、
数
字
の
効
果
的
使
用
法
に
も
着
目
す
べ

き
で
あ
る
。
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「
時
不
利
今
雛
不
逝
」
で
、
ど
う
し
て
駿
は
進
ま
な
い
の
か
。

ま
た
、
蹴
は
ど
ん
な
馬
だ
っ
た
の
か
。

意
見
艇
は
へ
と
へ
と
に
疲
れ
て
い
た
。

答
こ
の
詩
は
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
。
項
羽
自
身
の
悲
し
さ
を
一
切

表
現
せ
ず
に
、
そ
の
悲
し
さ
を
十
全
に
表
現
し
得
て
い
る
こ
と
を

理
解
す
べ
き
。
原
文
の
プ
リ
ン
ト
の

4
ペ
ー
ジ
に
「
吾
此
の
馬
に

騎
る
こ
と
五
歳
、
当
た
る
一
所
敵
無
し
。
嘗
て
一
日
に
行
く
こ
と
千

里
な
り
」
と
あ
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
艇
は
名
馬
中
の
名

馬
で
あ
っ
た
。
馬
は
乗
り
手
の
気
持
ち
を
敏
感
に
感
じ
取
る
と
い

わ
れ
る
。
こ
こ
は
、
艇
が
乗
り
手
で
あ
る
項
羽
の
諦
め
の
気
持
ち

を
感
じ
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
既
自
身
も
連
戦
に
つ
ぐ

連
戦
で
疲
れ
き
っ
て
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

間
「
項
王
笑
臼
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
笑
い
」
は
ど
う
い
う
笑
い

ミ

O
カ

間意
見
投
げ
や
り
の
笑
い
。

意
見
自
噺
の
笑
い
。

答
漢
文
で
「
笑
」
の
字
が
登
場
し
た
ら
注
意
す
べ
き
。
そ
の
登
場

人
物
の
心
理
を
突
に
よ
く
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
史
記
・
刺
客
伝
」

!
i
j料
自
知
事
不
就
、
情
柱
荷
笑
、

「
史
記
・
准
陰
侯
伝
」

!
i信
出
門
笑
日
、
生
乃
与
噌
等
為
程
。

明
る
く
げ
ら
げ
ら
笑
う
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
何
か
絵
故
調
を
感

じ
さ
せ
る
笑
い
が
多
い
。
問
中
謙
二
著
『
史
記
の
笑
い
』
に
よ
れ

ば
、
「
〈
笑
い
〉
は
、
そ
れ
が
歓
喜
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
噺
の
で

あ
る
に
せ
よ
、
み
な
〈
笑
う
〉
主
体
の
心
理
を
投
影
す
る
も
の
」

と
あ
り
、
こ
の
場
合
も
、
主
体
で
あ
る
項
羽
が
自
身
の
運
命
を
悟

り
、
自
槻
的
に
笑
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
問
書

に
よ
れ
ば
、
「
亭
長
の
好
意
を
感
謝
す
る
〈
愛
想
笑
い
〉
の
要
素

を
含
む
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
の
運
命
を
悟
り
き
っ
た
笑

い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

以
上
、
示
し
た
の
が
実
際
の
授
業
で
の
生
徒
と
の
や
り
と
り
の
一

例
で
あ
る
。
以
下
、
補
足
説
明
を
す
る

0

1

解
釈
は
行
わ
な
い
が
、
授
業
の
初
め
に
必
ず
音
読
を
行
っ
た
。

そ
の
際
に
、
質
疑
応
答
で
は
触
れ
得
な
い
、
重
要
文
法
事
項
等
に

つ
い
て
は
と
く
に
時
間
を
割
い
て
説
明
を
行
っ
た
。

2

生
徒
と
の
や
り
と
り
は
、
時
間
の
関
係
で
す
べ
て
を
扱
え
な
い

の
で
、
こ
だ
わ
り
た
い
部
分
の
み
を
取
り
上
げ
た
。
や
り
と
り
を

行
わ
な
か
っ
た
疑
問
点
に
つ
い
て
は
、
生
徒
に
答
え
さ
せ
る
か
、

教
授
者
が
答
え
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。

3

生
徒
か
ら
の
意
見
は
板
書
し
、
そ
の
可
否
を
吟
味
し
つ
つ
議
論

さ
せ
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
教
授
者
が
答
え
が
明
確
な
も
の
に
つ

い
て
は
、
答
え
を
一
部
し
明
確
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
教
授
者

の
意
見
と
断
っ
た
上
で
、
答
え
を
示
し
た
。
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七

反
省

以
下
、
授
業
を
実
際
に
行
っ
て
み
て
、
ね
ら
い
が
成
就
で
き
た

か
、
ま
た
、
問
題
点
は
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

〈
ね
ら
い
に
つ
い
て
〉

ね
ら
い
1

生
徒
を
積
極
的
に
授
業
に
参
加
さ
せ
る

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
成
就
で
き
た
と
判
断
で
き
る
。
生
徒

に
感
想
を
求
め
て
も
、
自
分
遠
の
疑
問
を
授
業
で
取
り
上
げ
る
の

で
興
味
が
持
て
た
、
議
論
が
白
熱
し
て
面
白
か
っ
た
等
の
好
意
的

な
意
見
が
多
か
っ
た
。
た
だ
し
、
『
項
羽
と
劉
邦
』
や
漫
画
も
読

ま
ず
、
さ
ら
に
口
語
訳
の
プ
リ
ン
ト
も
読
ま
な
い
と
い
う
生
徒
が

少
数
な
が
ら
も
存
在
し
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
授
業
中
は
聞
い

て
い
る
も
の
の
、
議
論
の
輪
に
は
加
わ
れ
な
い
で
い
た
。
こ
の
よ

う
な
生
徒
を
ど
う
扱
う
か
が
問
題
点
と
し
て
残
る
。

ね
ら
い

2

疑
問
に
思
っ
た
点
を
疑
問
の
ま
ま
に
さ
せ
な
い

こ
れ
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
成
就
で
き
た
。
ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
る

が
、
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
新
た
な
疑
問
点
を
見
い
だ
し
、
授

業
中
に
質
問
と
し
て
提
出
す
る
者
も
い
た
。

ね
ら
い

3

そ
の
教
材
を
深
読
み
す
る
経
験
を
持
た
せ
る

こ
れ
に
つ
い
て
は
少
々
不
十
分
で
あ
っ
た
。
一
応
余
絡
が
あ
れ

ば
、
宗
〈
記
』
項
羽
本
紀
の
注
釈
蕎
等
も
参
考
に
す
る
よ
う
指
示

は
し
た
が
、
そ
れ
を
行
っ
た
者
は
い
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
生

徒
が
『
項
羽
と
劉
邦
』
を
論
拠
と
し
て
議
論
を
行
っ
て
い
た
。
ま

た
、
『
項
羽
と
劉
邦
』
自
体
の
読
み
も
、
か
な
り
丹
念
に
読
ん
で

き
た
者
と
一
通
り
の
読
み
方
し
か
し
て
こ
な
い
者
と
が
存
在
し

て
理
解
の
程
度
に
大
き
な
差
を
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
丹

念
に
読
ん
で
き
た
者
に
と
っ
て
は
自
分
の
意
見
を
披
涯
し
活
躍
す

る
場
が
多
く
、
嬉
々
と
し
て
授
業
に
臨
ん
で
い
た
。

問
題
点

1

今
年
度
は
二
年
生
4
ク
ラ
ス
に
こ
の
授
業
を
行
っ
た
が
、
グ
ラ

ス
に
よ
り
活
発
な
議
論
に
な
る
と
こ
ろ
と
、
沈
滞
気
味
の
と
こ
ろ

と
が
あ
り
、
沈
滞
気
味
の
ク
ラ
ス
に
は
か
な
り
教
授
者
の
方
で
テ

コ
入
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

2

『
項
羽
と
劉
邦
』
を
読
む
こ
と
を
課
し
た
た
め
か
、
議
論
の
中

で
こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
る
傾
向
が
顕
著
で
、
あ
く
ま
で
も
小
説
で

あ
る
と
い
う
意
識
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

『
史
記
』
本
来
の
も
の
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
間
々
あ
っ

た。
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3 

少
々
長
期
に
一
旦
る
授
業
と
な
る
た
め
、
生
徒
の
中
に
は
厭
け
を

生
じ
た
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。

教
授
者
自
身
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
明
確
な

答
え
を
示
唆
で
き
ず
、
と
く
に
よ
く
読
ん
で
き
て
い
る
生
徒
に
と

4 



つ
て
は
欲
求
不
満
状
態
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

(
筑
波
大
学
附
属
高
校
〉

八

お
わ
り
に

何
か
、
生
徒
の
興
味
を
喚
起
す
る
授
業
を
と
い
う
こ
と
で
行
っ
た

授
業
で
あ
る
が
、
実
際
の
生
徒
の
反
応
は
ま
ず
ま
ず
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
生
徒
の
意
見
も
対
立
し
た
と
き
な
ど
は
、
互
い
に
自
説

を
主
張
し
て
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
授
業
を
行
う
立
場
と
し
て
も
、
大
変
面
白
く
、
ま
た
考
え
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

た
だ
し
、
夏
休
み
の
課
題
と
し
て
与
え
た
『
項
羽
と
劉
邦
』
を
読

ん
で
い
な
い
生
徒
や
、
せ
っ
か
く
与
え
た
日
語
訳
の
プ
リ
ン
ト
す
ら

読
ま
な
い
生
徒
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
生
徒
は

授
業
で
の
議
論
に
も
加
わ
れ
ず
、
つ
ま
ら
な
そ
う
に
し
て
い
た
。
大

半
の
生
徒
は
、
後
に
感
想
を
開
い
て
も
面
白
か
っ
た
と
い
う
評
価
で

あ
る
が
、
授
業
に
乗
り
切
れ
な
い
生
徒
を
ど
う
す
る
か
は
問
題
と
し

て
残
る
。

以
上
は
、
っ
た
な
い
実
践
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、

解
答
を
生
徒
に
与
え
な
が
ら
も
、
自
分
自
身
が
調
べ
き
れ
て
い
な
い

点
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
な
ど
が
多
々
あ
っ
た
が
、
生
徒
か
ら
の
疑

問
点
に
対
す
る
筆
者
の
解
答
で
お
か
し
な
点
・
不
明
な
箇
所
の
解
答

が
あ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
御
教
示
願
い
た
い
。
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