
一
　
問
題
の
あ
り
か

　
平
成
二
〇
年
（
高
校
は
平
成
二
一
年
）
に
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
に
お

い
て
、
こ
れ
ま
で
「
内
容
の
取
扱
い
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
「
言
語
活
動
例
」

が
「
内
容
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
、「
言
語
活
動
を
通
し
て
指
導
事
項
を
指
導
す

る
」
こ
と
が
い
っ
そ
う
明
確
に
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
平
成
二
三
年
度
以

降
（
中
学
・
二
四
年
度
以
降
、
高
校
・
二
五
年
度
以
降
）
の
教
科
書
で
は
、「
書

く
こ
と
」
や
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
習
指
導
に
関
わ
る
学
習
材
が
こ

れ
ま
で
以
上
に
数
多
く
用
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
小
・
中
学
校
を

中
心
に
、「
言
語
活
動
を
単
元
全
体
で
取
り
扱
う
」
実
践
事
例
も
数
多
く
報
告
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
さ
ら
に
、
中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会
教
育
課

程
企
画
特
別
部
会
（
平
成
二
七
年
八
月
二
六
日
）
に
お
い
て
、
次
の
学
習
指
導

要
領
の
改
訂
に
向
け
て
「
論
点
整
理
」
が
提
示
さ
れ
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
」
等
の
新
た
な
学
習
概
念
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
生
徒
が
主
体
的

に
学
ぶ
」
指
導
を
展
開
す
る
た
め
に
、「
不
断
の
授
業
改
革
」
を
進
め
る
こ
と
が
、

今
後
の
課
題
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
広
島
県
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
二
六
年
一
二
月
、「
広

島
版
『
学
び
の
変
革
』
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
、「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

の
育
成
を
目
指
し
た
主
体
的
な
学
び
」
の
実
現
を
目
指
し
て
、〈
活
用
・
協
働
・

創
造
型
〉
の
授
業
づ
く
り
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
改
革
の

根
底
に
は
、
変
化
の
激
し
い
時
代
を
生
き
ぬ
く
力
を
育
て
る
に
は
、
蓄
積
型
の

知
識
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
旧
来
の
「
読
む
こ
と
」

を
中
心
と
し
た
教
師
主
導
の
授
業
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
が
「
学
び

の
主
体
」
と
な
り
、
課
題
解
決
に
む
け
て
創
造
的
に
取
り
組
む
授
業
を
構
築
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
今
年
度
の
研
究
協
議
会
が
「
書
く
こ
と
」「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
を
研
究
主
題
に
設
定
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
時

宜
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。「
書
く
こ
と
」「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
の
指
導
に
力
を
注
ぐ
こ
と
は
、「
表
現
」
を
活
動
の
軸
と
し
て
「
主
体
的
な

学
び
」
を
引
き
出
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
に
お
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い
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
生
徒
た
ち
の
表
現
意
欲
に
火
を
つ
け
、
彼
ら
か
ら
豊
か
な
言
葉

を
引
き
出
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
「
表
現
の
場
」
を
設

定
し
、
ど
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
組
織
し
て
い
け
ば
、「
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
等
」
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
今
回
は
、
次
の
三
名
の
実
践
者
に
登
壇
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し

た
。

　
渡
邊
博
之
（
わ
た
な
べ
・
ひ
ろ
ゆ
き
）
氏
は
、
平
成
二
三
年
三
月
、
広
島
大

学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
・
言
語
文
化
教
育
学
専
攻
国
語
文
化

教
育
学
専
修
（
教
職
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
修
了
後
、
広
島
大
学
附
属
中
・

高
校
講
師
を
経
て
、
現
在
は
福
山
市
立
城
南
中
学
校
教
諭
と
し
て
活
躍
中
の
若

手
教
員
で
あ
る
。
中
学
時
代
か
ら
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
関
心
を
持
っ
て
積
極
的
に
活

動
を
進
め
、
大
学
院
で
は
、「
多
面
的
に
事
象
を
捉
え
る
思
考
を
促
す
国
語
科
授

業
の
開
発
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
型
の
実
践
研
究
を
進

め
て
来
ら
れ
た
。

　
鎌
田
高
明
（
か
ま
だ
・
た
か
あ
き
）
氏
は
、
平
成
一
〇
年
三
月
、
広
島
大
学

大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
・
国
語
教
育
学
専
攻
を
修
了
。
香
川
県

立
多
度
津
工
業
高
校
、
坂
出
工
業
高
校
、
高
松
高
校
、
志
度
高
校
を
経
て
、
現

在
は
高
松
商
業
高
校
教
諭
。
専
門
高
校
か
ら
普
通
科
進
学
校
ま
で
多
様
な
教
職

経
験
を
持
ち
、
生
徒
の
自
己
表
現
を
豊
か
に
引
き
出
す
こ
と
を
心
が
け
て
来
ら

れ
た
。
修
士
論
文
は
、「「
経
験
化
」
に
着
目
し
た
国
語
単
元
学
習
の
研
究
」
で

あ
る
。

　
黒
岩
淳
（
く
ろ
い
わ
・
あ
つ
し
）
氏
は
、
昭
和
六
二
年
三
月
、
広
島
大
学
文

学
部
国
語
国
文
学
専
攻
を
卒
業
。
福
岡
県
立
小
倉
高
校
、 
大  
里 
高
校
、
門
司
北

だ
い
 り

高
校
を
経
て
、
現
在
は
北
筑
高
校
教
諭
。
研
究
論
文
「
連
歌
の
創
作
指
導
の
研

究
」
で
は
、
福
岡
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
優
良
賞
を
受
賞
（
二
〇
〇
九
年
）。

単
著
『
連
歌
と
国
語
教
育
─
座
の
文
学
の
魅
力
と
そ
の
可
能
性
─
』（
溪
水
社
、

二
〇
一
二
年
）
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
連
歌
の
創
作
指
導
の
第
一
人
者
で
あ
る
。

　
以
下
、
三
氏
の
提
案
の
特
徴
と
意
義
を
整
理
し
、
協
議
会
で
の
議
論
を
ふ
ま

え
て
、
今
後
の
実
践
へ
の
展
望
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
　
実
践
報
告
・
提
案
の
特
徴

１
　
渡
邊
博
之
氏
の
実
践
提
案

　
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
、
高
橋
俊 

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
①
二
つ
の
視
点
か
ら
の

思
考
を
さ
せ
る
。
②
意
見
と
根
拠
・
理
由
の
関
係
を
正
す
。
③
参
加
意
識
を
高

め
、
意
見
を
平
等
に
扱
う
」
と
い
う
利
点
を
も
つ
一
方
、「
①
二
つ
の
視
点
か
ら

し
か
考
え
さ
せ
な
い
。
②
解
決
方
法
を
消
去
法
で
求
め
る
」
と
い
っ
た
限
界
を

有
し
て
い
る
。
渡
邉
氏
は
、
こ
の
性
質
を
十
分
に
理
解
し
な
が
ら
、「
デ
ィ
ベ
ー

ト
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
」
と
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
よ
っ
て
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る

力
」
と
は
何
か
を
明
確
化
し
て
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
。

　
渡
邊
氏
が
本
発
表
に
お
い
て
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
広
島
大
学
附

属
中
学
校
二
年
生
を
対
象
と
し
た
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
」
と
、
福
山
市
立
城
南

中
学
校
の
課
外
活
動
と
し
て
行
っ
た
「
全
国
中
学
・
高
校
デ
ィ
ベ
ー
ト
選
手
権

出
場
へ
の
取
り
組
み
」
で
あ
る
。

　
前
者
で
は
、
五
つ
の
論
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
①「
附
属
中
学
校
は
「
飛
び

級
制
度
」
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
」、
②「
附
属
中
学
校
は
部
活
動

三１
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の
時
間
制
限
を
な
く
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
」、
③「
附
属
中
学
校
は
給
食

に
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
」、
④「
附
属
中
学
校
は
服
装
を
自
由
化
す
べ
き

で
あ
る
。
是
か
非
か
」、
⑤「
附
属
中
学
校
は
修
学
旅
行
に
制
服
を
着
用
し
て
参

加
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
」。
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
「
政
策
論
題
」
で
あ
る
。

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
観
点
か
ら
論
点
を
整
理
す
る
こ
と
が
容
易
で

あ
り
、
ま
た
、
発
生
理
由
を
筋
道
立
て
て
考
え
る
よ
う
に
導
き
や
す
い
と
い
う

点
に
お
い
て
、「
価
値
論
題
」
や
「
事
実
論
題
」
よ
り
も
扱
い
や
す
い
も
の
で
あ

る
。

　
ま
た
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
学
習
過
程
に
お
い
て
「
自
由
議
論
」（
五
分
間
）
を
取

り
入
れ
た
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
一
般
的
な
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
に
は
存
在
し

な
い
こ
の
時
間
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
聴
衆
側
に
回
っ
て
い
る
生
徒

も
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
何
よ
り
も
、
渡
邊
氏
の
実
践
で
注
目
す
べ
き
点
は
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト

マ
ッ
チ
に
至
る
ま
で
の
過
程
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
説
得
の
た
め

の
手
法
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
身
に
付
け
る
こ
と
」
や
「
滑
舌
よ
く
聞
き
取
り

や
す
い
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
こ
と
」
も
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
「
一
つ
の
論
題
を
議
論
す
る
た
め
に
、
自
身
の
主
張
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
証
拠
を
見
つ
け
た
り
、
関
連
付
け
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
引
用

し
た
り
、
主
張
が
説
得
力
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
り
、
よ
り
伝

わ
る
表
現
に
書
き
直
し
た
り
、
と
い
っ
た
手
続
き
」
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
」
で
は
な
く
、「
継
続
的
な
指
導
」
に
つ

な
が
る
よ
う
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
取
り
入
れ
て
い
く
と
い
う
提
言
に
、「
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
等
」
の
育
成
を
目
指
し
た
教
科
指
導
と
し
て
の
確
か
さ
を
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
後
者
は
、
生
徒
会
執
行
部
の
意
欲
に
支
え
ら
れ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
二
年
目
も
三
年
目
も
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
校
か
ら
参
加
希
望

者
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
選
手
権
」
で
は
、
立
論
や

反
駁
原
稿
の
準
備
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
、
試
合
段
階
で
「
即
興

で
反
論
を
組
み
立
て
た
り
、
準
備
し
た
反
駁
を
そ
の
場
面
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に

用
い
た
り
す
る
」
力
が
求
め
ら
れ
る
。
学
級
内
で
の
協
同
的
な
学
び
と
は
異
な

り
、
勝
ち
負
け
を
争
う
「
選
手
権
」
と
い
う
緊
張
感
を
伴
う
場
で
、
即
座
の
判

断
を
し
て
い
っ
た
経
験
（
成
功
も
失
敗
も
含
め
て
）
が
、
次
の
学
び
へ
の
原
動

力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
実
践
を
ふ
ま
え
て
、
渡
邊
氏
は
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
だ
か
ら
で
き
る

こ
と
」
と
し
て
、
①「
物
事
の
両
面
を
客
観
的
に
捉
え
さ
せ
な
が
ら
議
論
し
て
い

く
場
を
保
障
す
る
こ
と
」、
②「
二
値
的
な
思
考
を
繰
り
返
さ
せ
る
こ
と
」、
③

「
二
値
的
思
考
と
多
面
的
思
考
を
同
時
に
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
」
の
三
点
を
挙

げ
て
い
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
「
表
現
の
場
」
と
し
て
の
有
効
性
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
力
」
と
し
て
、「
本
文
の

記
述
を
根
拠
と
し
て
、
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
力
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
考
察
を
ふ
ま
え
、
秋
に
は
、
同
校
の
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
に
お

い
て
、「
登
場
人
物
の
心
情
把
握
」
の
質
を
い
っ
そ
う
高
め
る
た
め
に
、「
メ
ロ

ス
は
勇
者
で
あ
る
。
是
か
非
か
」
を
「
単
元
を
貫
く
学
習
課
題
（
論
題
）」
と
し

て
設
定
し
、
課
題
探
究
型
の
授
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、

「
読
む
こ
と
」
と
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
を
関
連
付
け
た
指
導
と
し
て
注

目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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２
　
鎌
田
高
明
氏
の
実
践
提
案

　
鎌
田
氏
は
、
担
当
す
る
三
年
生
「
専
門
パ
タ
ー
ン
」
ク
ラ
ス
（
商
業
科
目
の

比
率
の
大
き
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
ク
ラ
ス
）
の
「
国
語
表
現
」（
一
学
期
）
に

お
い
て
、「
自
分
を
語
る
言
葉
」「
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
語
る
言
葉
」
を
探
す
こ
と

に
重
点
を
お
い
て
き
た
。
近
づ
く
就
職
試
験
や
入
学
試
験
に
向
け
て
「
自
己
Ｐ

Ｒ
文
を
書
く
」
と
い
う
現
実
的
な
目
標
を
動
機
づ
け
と
し
な
が
ら
、
月
並
み
な

表
現
に
終
始
し
な
い
よ
う
に
、
自
己
認
識
の
深
化
と
自
己
表
現
力
の
向
上
を
図

る
た
め
に
、
様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
鎌
田
氏
が
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
五
点
で
あ
る
。
①「
本
気
の
力
を
出

さ
せ
る
」、
②「
既
有
の
言
語
能
力
を
活
用
す
る
」、
③「
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
揺

さ
ぶ
り
、
新
し
い
認
識
を
も
た
ら
す
」、
④「
国
語
の
授
業
と
日
常
の
言
語
生
活

と
を
つ
な
ぐ
」、
⑤「
学
習
者
の
生
活
課
題
に
寄
り
添
う
」。
こ
の
五
項
目
の
根
底

に
あ
る
の
は
、「
生
活
に
根
ざ
し
た
真
の
言
葉
を
引
き
出
し
た
い
。
現
状
に
甘
ん

じ
る
こ
と
な
く
常
に
自
己
を
改
善
し
て
い
こ
う
と
す
る
主
体
を
育
成
し
た
い
」

と
い
う
強
い
願
い
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
に
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
①

を
実
現
す
る
に
は
、「
本
気
に
な
れ
る
学
習
の
場
や
学
習
課
題
」
の
設
定
が
求
め

ら
れ
る
。
②
と
③
を
実
現
す
る
に
は
、「
シ
ン
プ
ル
で
親
し
み
や
す
く
、
な
お
か

つ
斬
新
な
手
法
を
用
い
た
言
語
活
動
」
を
仕
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
、
④
と
⑤
を
実
現
す
る
に
は
、
生
徒
が
「
主
体
的
な
学
習
者
」
と
な
っ
て
、

生
活
課
題
を
解
決
し
た
り
、
日
常
生
活
を
豊
か
に
し
た
り
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
学
習
を
実
現
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
鎌
田
氏
が
取
り
入
れ
た
指
導

法
が
、「
他
者
の
視
点
」
の
導
入
で
あ
っ
た
。

　「
他
者
の
視
点
」
の
第
一
は
、「
性
格
診
断
テ
ス
ト
」
で
あ
る
。
性
格
を
診
断

す
る
た
め
で
は
な
く
、
性
格
類
型
の
説
明
文
の
中
か
ら
「
自
分
の
こ
と
を
ぴ
た

り
と
言
い
表
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
表
現
」
を
抽
出
す
る
た
め
に
行
っ
て
い

る
。「
人
物
像
を
彷
彿
と
さ
せ
る
力
」
の
あ
る
表
現
を
「
呼
び
水
」
と
し
て
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
豊
か
な
表
現
を
求
め
る
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
が

ね
ら
い
で
あ
る
。

　「
他
者
の
視
点
」
の
第
二
は
、「
学
習
者
間
の
交
流
」
で
あ
る
。「
ク
ラ
ス
メ
ー

ト
を
語
る
言
葉
を
探
す
」
と
い
う
課
題
を
与
え
、「
性
格
を
表
す
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

言
葉
リ
ス
ト
」
の
中
か
ら
「
最
も
適
切
な
言
葉
」
を
選
び
出
し
て
い
く
の
で
あ

る
。

　
こ
れ
ら
の
学
習
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は
、「
自
分
が
見
た
自
分
」
だ
け
で
な

く
、「
他
者
が
見
た
自
分
」
を
表
す
言
葉
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
己
イ

メ
ー
ジ
を
よ
り
明
確
に
認
識
す
る
」
と
と
も
に
「
目
指
す
べ
き
自
分
の
方
向
性
」

を
見
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
言
葉
の
獲
得
に
よ
る
全
人
的
な

変
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
黒
岩
淳
氏
の
実
践
提
案

　
黒
岩
氏
の
願
い
は
、「
連
歌
の
創
作
に
よ
る
感
動
体
験
」
及
び
「
共
同
創
作
に

よ
る
言
葉
の
力
の
実
感
」
を
実
現
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
日
本
の
伝

統
的
言
語
文
化
で
あ
る
「
連
歌
」
に
親
し
む
こ
と
を
取
り
入
れ
た
実
践
は
斬
新

な
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
表
現
力
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
共

同
創
作
を
通
し
て
想
像
の
世
界
を
広
げ
る
魅
力
を
実
感
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
も
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
は
い
え
、
連
歌
に
精
通
し
た
国
語
科
教
師
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
連
歌
に
は
約
束
事
が
多
く
、
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
た
ら
良
い
の
か

─　　─１２２



わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
こ
の
度
の
黒
岩
氏
の
提
案
は
、
親

し
み
や
す
い
連
歌
の
学
習
の
進
め
方
を
明
確
化
し
て
く
れ
る
も
の
と
も
な
っ
て

い
る
。

　
教
材
は
、
古
来
、
百
韻
連
歌
の
模
範
と
さ
れ
た
「
水
無
瀬
三
吟
百
韻
」
で
あ

る
。
そ
の
「
初
折
表
八
句
」
を
用
い
て
、
連
歌
で
は
、「
二
句
で
一
つ
の
世
界
を

作
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
」（
調
和
）
や
「
打
越
（
二
つ
前
の
句
）
か
ら
離
れ
る
こ

と
」（
変
化
）
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
基
本
的
な
約
束
事
を
理
解
し
、
鑑
賞

さ
せ
た
上
で
、
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く
「
初
折
裏
」
の
付
句
を
創
作
さ
せ
る
と
い

う
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
ス
テ
ッ
プ
は
、「
初
折
裏
一
」
の
創
作
で
あ
る
。
①「
表
八
句
」
に
表
れ

た
「
春
や
秋
の
句
」
を
詠
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
（
し
た
が
っ
て
、
夏
か
冬
、

あ
る
い
は
雑
の
歌
を
詠
む
こ
と
）、
②
打
越
か
ら
離
れ
る
た
め
に
「
虫
や
動
物
や

植
物
」
を
詠
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
、
と
い
う
二
条
件
を
確
認
し
た
上
で
、
受

講
生
全
員
に
、
大
和
言
葉
を
用
い
て
（
し
か
も
、
な
る
べ
く
文
語
を
用
い
て
）

創
作
さ
せ
て
い
る
。
内
容
面
で
も
表
現
面
で
も
難
度
の
高
い
課
題
で
あ
る
が
、

取
材
範
囲
が
絞
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
考
え
が
ま
と
ま
り
や
す
く

な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
語
で
の
表
現
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
法

や
語
句
へ
の
知
的
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
、
古
典
に
親
し
み
を
覚
え
さ
せ

る
活
動
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
ス
テ
ッ
プ
は
、「
初
折
裏
二
～
四
」
の
実
作
で
あ
る
。「
初
折
裏
一
」
の

生
徒
作
品
一
覧
（
文
法
的
な
間
違
い
等
に
つ
い
て
添
削
を
行
っ
た
案
）
を
示
し
、

鑑
賞
し
合
っ
た
後
、「
恋
の
歌
」
を
採
択
し
て
、
そ
の
後
の
実
作
を
促
し
て
い
く
。

教
室
を
座
に
見
立
て
て
い
く
の
で
あ
る
。
第
二
句
と
第
三
句
に
つ
い
て
は
、
早

く
書
け
た
生
徒
の
作
品
十
句
程
度
か
ら
一
句
を
選
び
、
板
書
し
て
共
有
す
る
と

い
う
手
順
を
繰
り
返
し
、
連
歌
の
創
作
に
慣
れ
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
、
第
四

句
に
つ
い
て
は
、
全
員
が
創
作
を
試
み
た
作
品
一
覧
に
よ
っ
て
鑑
賞
し
合
い
、

そ
の
後
の
展
開
が
期
待
で
き
そ
う
な
一
句
を
採
択
す
る
。

　
第
三
ス
テ
ッ
プ
は
、「
五
～
十
句
」
の
創
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
～
四
人

編
成
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
連
歌
を
完
成
さ
せ
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
学
習
過
程
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
楽
し
さ
」
や
「
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
面
白
さ
」、
さ
ら
に
「
表
現

の
多
様
性
」
や
「
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
」
を
感
じ
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
定
の

制
約
の
中
で
「
共
同
創
作
」
す
る
文
芸
の
魅
力
を
味
わ
う
と
と
も
に
、
相
互
理

解
の
場
と
し
て
も
生
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
実
践
の
意
義
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
協
議
の
ま
と
め

　
こ
れ
ら
の
実
践
提
案
は
、
一
見
、
三
者
三
様
の
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
見
え

る
。
し
か
し
、「
書
く
こ
と
」
の
指
導
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
す
れ
ば
、
共
通
し

た
指
導
原
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、「
書
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
か
ら
見
て
み
よ
う
。
現
行
の
学
習
指
導
要

領
に
お
け
る
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
は
、「
課
題
設
定
や
取
材
」「
構
成
」

「
記
述
」「
推
敲
」「
交
流
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
従
前
の
学
習
指
導
要

領
に
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
交
流
」
が
加
わ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
理
論
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
理
を
加
え
た

考
え
方
に
基
づ
く
構
成
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
指
導
を
展
開
す
る
際
に
、
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
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「
課
題
設
定
」
と
「
交
流
」
で
あ
る
。

　「
課
題
設
定
」
に
お
い
て
、
学
習
者
が
「
必
要
感
」
や
「
必
然
性
」
を
自
覚
で

き
る
よ
う
な
「
場
」
を
設
け
、
学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
が
「
固
有
の
情
報
や
考
え
」

を
持
っ
て
い
る
状
態
に
導
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
」

（
表
現
意
欲
）
は
自
ず
か
ら
喚
起
さ
れ
て
く
る
。
ま
た
、「
相
手
意
識
」「
目
的
意

識
」「
立
場
意
識
」
も
明
確
に
な
り
、「
表
現
方
法
」
に
も
工
夫
を
凝
ら
す
よ
う

に
な
る
。

　
ま
た
、「
交
流
」
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多
様
な
表
現
の
仕
方
の

学
び
合
い
が
生
ま
れ
、
成
就
感
や
達
成
感
を
高
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、

次
の
表
現
の
機
会
へ
の
意
欲
も
喚
起
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
「
課
題
設
定
」
と
「
交
流
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
三
氏
の
実
践

を
振
り
返
っ
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。

　
渡
邊
氏
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
へ
の
挑
戦
と
い
う
「
場
」
の
設
定
を
利
用

す
る
。
そ
の
際
、
課
題
と
し
て
「
議
論
す
る
価
値
の
あ
る
論
題
」「
賛
否
の
分
か

れ
そ
う
な
身
近
な
問
題
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
意
欲
を
引
き

上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
討
論
の
進
め
方
に
お
い
て
も
、「
自
由

討
論
」
や
「
ア
フ
タ
ー
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
「
交
流
」
の
場
を
取
り
入
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
学
び
の
質
の
向
上
を
実
現
し
て
い
る
。

　
鎌
田
氏
は
、
就
職
試
験
・
入
学
試
験
の
準
備
と
い
う
、
外
発
的
な
動
機
づ
け

で
は
あ
る
が
、
切
実
感
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
（
内
発
的
な
動
機
づ
け
に
転
化

し
う
る
）「
場
」
の
設
定
を
利
用
す
る
。
さ
ら
に
、「
性
格
診
断
テ
ス
ト
」
や

「
級
友
」
と
い
う
「
他
者
の
視
点
」
を
取
り
入
れ
、「
性
格
類
型
の
言
葉
の
適
切

さ
の
吟
味
」
や
「
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
語
る
言
葉
の
発
見
」
と
い
う
「
交
流
」
活

動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
己
を
的
確
に
表
現
す
る
言
葉
」
を
探
し

当
て
、
内
的
な
成
長
を
図
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　
黒
岩
氏
の
実
践
で
は
、「
連
歌
」
の
創
作
と
い
う
「
課
題
設
定
」
そ
の
も
の
が

ま
さ
に
「
交
流
」
を
前
提
と
し
た
表
現
活
動
と
な
っ
て
い
る
。
五
七
五
あ
る
い

は
七
七
と
い
う
定
型
で
詠
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
「
制
約
」
が
言
葉
を
洗
練
さ

せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、「
調
和
」
と
「
変
化
」
を
楽
し
み
な
が
ら
付

け
句
を
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
知
恵
に
よ
っ
て
予
想
外
の

展
開
が
生
ま
れ
る
醍
醐
味
を
と
も
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
三
氏
の
実
践
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
①
あ
る
種
の
「
制
約
」

（
時
間
的
・
空
間
的
・
形
式
的
）
を
伴
う
「
表
現
の
場
」
を
与
え
て
い
る
こ
と
、

②「
型
」
や
「
モ
デ
ル
」
を
活
用
さ
せ
な
が
ら
自
己
表
現
を
引
き
出
し
て
い
る
こ

と
、
③
他
者
と
の
「
交
流
」
に
よ
っ
て
表
現
の
質
を
高
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る

と
言
え
る
。
表
現
形
式
は
、
議
論
文
・
自
己
Ｐ
Ｒ
文
・
連
歌
と
、
全
く
異
な
る

も
の
で
は
あ
る
が
、「
書
く
こ
と
」
の
指
導
に
お
け
る
基
本
的
な
枠
組
み
は
共
通

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
一
定
の
条
件
下
で
書
い
た
り
、
書
き
上
げ
た
も
の

を
見
せ
合
っ
た
り
す
る
こ
と
に
抵
抗
感
を
覚
え
る
生
徒
が
い
る
の
も
事
実
で
あ

る
。
ま
た
、
書
く
こ
と
に
慣
れ
た
生
徒
な
ら
ば
、
自
由
に
書
か
せ
た
方
が
の
び

の
び
と
し
た
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
、
昨
今
の
多
く
の
生
徒
た
ち
の
状
況
（
学
力
・
学
習
状
況
調
査
に
お
け
る
記

述
式
問
題
の
無
解
答
率
の
高
さ
な
ど
）
を
見
る
な
ら
ば
、「
書
く
前
」
の
段
階
の

指
導
に
力
を
入
れ
、「
書
く
こ
と
」
の
イ
メ
ー
ジ
化
（
書
く
内
容
の
拡
充
と
焦
点

化
、
書
き
あ
げ
る
ま
で
の
見
通
し
の
獲
得
な
ど
）
を
図
ら
な
け
れ
ば
、
事
態
は

い
っ
こ
う
に
改
善
さ
れ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　「
条
件
付
き
作
文
」
に
抵
抗
感
を
覚
え
る
生
徒
に
対
し
て
は
、「
型
」
を
、
自
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己
表
現
の
足
枷
と
な
る
も
の
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
漠
然
と
し
た
自
分
の

「
想
」
を
言
語
化
す
る
困
難
さ
（「
三
次
元
・
四
次
元
の
世
界
」
を
、
文
章
と
い

う
「
二
次
元
の
世
界
」
に
変
換
す
る
難
し
さ
）
を
助
け
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、

あ
る
い
は
、
新
た
な
認
識
に
導
い
て
く
れ
る
も
の
（
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た

新
た
な
発
想
で
も
の
ご
と
を
捉
え
る
契
機
と
な
る
も
の
）
と
し
て
、
受
け
と
め

る
よ
う
に
助
言
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　「
他
者
と
の
交
流
」
に
抵
抗
感
を
覚
え
る
生
徒
が
多
い
場
合
に
は
、
黒
岩
氏
の

連
歌
の
実
践
の
よ
う
に
、
言
葉
遊
び
的
要
素
を
取
り
入
れ
た
り
、
虚
構
の
世
界

で
想
像
を
膨
ら
ま
せ
た
り
す
る
と
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ

や
連
想
法
の
よ
う
に
、
言
葉
と
言
葉
の
思
い
が
け
な
い
組
み
合
わ
せ
が
、
新
し

い
発
想
を
生
み
出
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
共
同
制
作
の
魅
力
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
れ
ば
、「
他
者
と
の
交
流
」
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
学
習
指
導
に
お
い
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
を
実
現
し
て
い
く
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
課
題
設
定
」
に
工
夫
を
凝

ら
し
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
た
表
現
活
動
」
や
「
言
葉
を
楽
し
む

学
習
活
動
」
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
今
回
の
研
究
協
議
を

通
じ
て
学
び
合
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
文
章
表
現
指
導
の

基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
学
習
者
の
状
況
に
応
じ
て
不
断
に
指
導
改
善
・
授

業
開
発
を
行
っ
て
い
く
実
践
者
の
ア
イ
デ
ア
と
情
熱
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
協
議
会
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
話
題
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

書
き
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
聞
く
こ
と
」
の
指
導
に
関
す
る
問

題
で
あ
る
。

○「
話
す
こ
と
」
の
指
導
の
前
提
と
し
て
「
聞
く
こ
と
」
の
指
導
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
ど
う
進
め
て
い
く
べ
き
な
の
か
。

○
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
に
お
い
て
は
、「
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
ズ

レ
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

　
こ
の
二
つ
の
問
い
に
対
し
て
、
渡
邊
氏
は
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
は
、
ど
こ
が
大

事
な
の
か
と
考
え
な
が
ら
聞
き
分
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
、

そ
の
必
要
性
を
実
感
さ
せ
る
場
と
し
て
有
効
だ
と
考
え
る
」
と
答
え
て
い
た
。

鎌
田
氏
は
、「
中
味
が
な
い
の
に
表
現
さ
せ
て
も
意
味
が
な
い
。
ま
ず
中
味
を
作

る
た
め
の
手
だ
て
が
必
要
だ
。
フ
リ
ー
ト
ー
ク
の
時
間
を
設
け
て
話
し
合
う
と

き
も
、
聞
く
側
が
予
測
を
立
て
な
が
ら
聞
い
て
い
る
か
ら
聞
き
取
れ
る
。
ま
た
、

日
ご
ろ
か
ら
お
互
い
を
理
解
し
合
お
う
と
す
る
人
間
関
係
を
形
成
し
て
い
く
こ

と
も
重
要
だ
」
と
答
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
黒
岩
氏
は
、「
連
歌
で
も
、
他
者
の

声
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
一
人
で
は
創
作
で
き
な

い
と
こ
ろ
に
、
連
歌
を
学
習
指
導
に
取
り
入
れ
る
意
義
が
あ
る
」
と
答
え
て
い

た
。
三
氏
の
発
言
に
共
通
す
る
の
は
、「
主
体
的
な
聞
き
手
を
育
て
る
」
こ
と
の

必
要
性
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
、
日
本
語
の
「
き
く
」
と
い
う
動
詞
に
は
、H

ear

 
   
（
聞
く
）–   

L
isten

 
     
（
聴
く
）–   A

sk

 
  
（
訊
く
）
の
三
態
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
聞
く
こ
と
」
の

指
導
に
つ
い
て
は
、
や
や
も
す
れ
ば
、「
正
確
に
聞
き
と
る
」
こ
と
を
求
め
る
受

動
的
な
「
聞
き
取
り
」
テ
ス
ト
が
想
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、「
能
動
的
に
聞
く
」
学
習
指
導

を
開
発
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、「
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
」「
聞
き
書
き
」「
即
興
演
劇
（
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
）」
な
ど
、「
質
問
す
る
」

こ
と
を
促
す
学
習
指
導
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
「
聴
く
力
」

や
「
聞
く
態
度
」
も
育
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う
。
今
後
と
も
多
彩
な
学
習
指
導
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を
開
発
し
て
い
き
た
い
。

　「
話
し
手
と
聞
き
手
の
ズ
レ
」
に
つ
い
て
は
、
平
田
オ
リ
ザ
の
『
わ
か
り
あ
え

な
い
と
こ
ろ
か
ら
─
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
は
何
か
─
』（
講
談
社
現
代

新
書
、
二
〇
一
二
年
）
に
お
け
る
指
摘
や
、
同
書
の
帯
に
記
さ
れ
た
鷲
田
清
一

の
書
評
「
他
人
と
同
じ
気
持
ち
に
な
る
の
で
は
な
く
、
話
せ
ば
話
す
ほ
ど
他
者

と
の
差
異
が
よ
り
微
細
に
わ
か
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
だ
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
他
人
を
完
全
に
理
解
し
尽
く
す
こ
と
は
あ

り
得
な
い
」
と
い
う
事
実
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。「
ズ
レ
」
が

あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
、
互
い
に
誤
解
し
・
誤
解
さ
れ
な
が

ら
、
話
し
合
い
を
通
じ
て
関
係
性
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　
中
学
校
・
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
書
く
こ
と
」「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
の
授
業
開
発
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
さ
ら
に

実
践
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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高
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