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高
校
ま
で
の
教
科
と
し
て
の
日
本
史
と
学
問
と
し
て
の
日
本
史
が
乖
離
し
て
い
る

こ
と
は
、
多
く
の
教
員
を
悩
ま
せ
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
前
者
は
知
識
の
集
積
や
暗

記
に
傾
い
て
し
ま
い
、
一
般
社
会
の
日
本
史
に
対
す
る
認
識
も
そ
れ
に
流
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
「
教
科
と
し
て
の
日
本
史
」
と
「
学

問
と
し
て
の
日
本
史
」
の
溝
を
埋
め
る
べ
く
刊
行
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
歴

史
に
興
味
の
あ
る
一
般
市
民
の
み
な
さ
ん
、
あ
る
い
は
大
学
で
こ
れ
か
ら
日
本
古
代

史
を
学
ん
で
み
た
い
と
考
え
て
い
る
高
校
生
の
み
な
さ
ん
、
あ
る
い
は
す
で
に
大
学

史
学
科
に
合
格
し
て
、
い
よ
い
よ
本
格
的
に
歴
史
学
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
初
学

者
の
み
な
さ
ん
、
あ
る
い
は
す
で
に
史
学
科
に
在
籍
し
て
本
格
的
に
学
び
始
め
て
は

い
る
が
、
さ
ら
に
新
し
い
分
野
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う
方
」（
上
巻
「
は
じ
め
に
」）

を
想
定
し
て
企
画
さ
れ
た
書
で
あ
る
が
、
決
し
て
内
容
に
手
抜
き
は
な
く
、
日
本
古

代
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
主
要
な
史
料
に
つ
い
て
の
現
時
点
で
の
研
究
状
況
を
概

観
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。
入
門
書
は
日
々
進
展
す
る
研
究
を
反
映
し
て
定
期
的
に

更
新
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
出
版
事
情
に
鑑
み
る
と
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は

な
い
。
そ
ん
な
中
で
、
近
年
研
究
に
お
け
る
重
要
度
が
増
し
て
い
る
木
簡
や
漆
紙
文

書
と
い
っ
た
出
土
文
字
資
料
、
ま
た
従
来
活
用
さ
れ
て
き
た
史
料
の
テ
キ
ス
ト
批
判

に
関
わ
る
最
新
の
写
本
研
究
を
扱
っ
た
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
意
味
は
大
き
い
。
執
筆

担
当
者
も
第
一
線
の
研
究
者
で
、
さ
な
が
ら
豪
華
な
オ
ム
ニ
バ
ス
講
義
を
受
け
て
い

　

佐
藤　

信
・
小
口
雅
史
編

『
古
代
史
料
を
読
む
』
上
・
律
令
国
家
篇
、
下
・
平
安
王
朝
篇

黒
須
友
里
江

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
各
巻
の
構
成
、
執
筆
担
当
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（〔
〕

は
コ
ラ
ム
）。

上　

律
令
国
家
篇

Ⅰ
典
籍
と
文
学

①
日
本
書
紀
・
続
日
本
紀
：
春
名
宏
昭
／
②
万
葉
集
：
佐
藤
信
／
③
古
事
記
：
矢
嶋

泉
／
④
風
土
記
：
坂
江
渉
／
⑤
日
本
霊
異
記
：
三
舟
隆
之
／
⑥
伝
記
―
唐
大
和
上
東

征
伝
：
須
原
祥
二

Ⅱ
古
文
書

①
正
倉
院
文
書
：
佐
々
田
悠
／
②
正
倉
院
文
書
（
そ
の
2
）
―
正
税
帳
：
小
倉
真
紀

子
／
〔
正
倉
院
文
書
の
大
宝
二
年
御
野
国
戸
籍
を
読
む
：
北
村
安
裕
〕
／
③
正
倉
院

文
書
（
そ
の
3
）
―
石
山
紙
背
文
書
の
世
界
：
小
口
雅
史
／
〔
正
倉
院
収
蔵
の
古
地

図
―
奈
良
時
代
荘
園
関
係
：
飯
田
剛
彦
〕
／
〔
史
料
と
し
て
の
経
典
跋
文
：
野
尻
忠
〕

Ⅲ
法
制
史
料

①
令
―
大
宝
令
・
養
老
令
：
坂
上
康
俊
／
〔
律
の
受
容
と
運
用
を
め
ぐ
っ
て
：
小
口

雅
史
〕
／
②
類
聚
三
代
格
―
律
令
国
家
篇
：
磐
下
徹
／
③
延
喜
式
：
小
倉
慈
司

Ⅳ
出
土
文
字
資
料

①
木
簡
：
渡
辺
晃
宏
／
②
漆
紙
文
書
：
古
尾
谷
知
浩
／
〔
墨
書
土
器
：
武
井
紀
子
〕

／
③
金
石
文
―
上
野
三
碑
を
中
心
に
：
三
上
喜
孝

下　

平
安
王
朝
篇

Ⅰ
典
籍
と
文
学

①
本
朝
文
粋
―
慶
滋
保
胤
「
池
亭
記
」
を
読
む
：
新
井
重
行
／
②
今
昔
物
語
集
：
戸

川
点
／
〔
往
生
伝
：
大
日
方
克
己
〕
／
〔『
性
霊
集
』
の
蝦
夷
知
識
：
小
口
雅
史
〕
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／
〔
菅
家
文
草
：
浜
田
久
美
子
〕
／
③
意
見
十
二
箇
条
：
佐
藤
信
／
〔
入
唐
求
法
巡

礼
行
記
：
浜
田
久
美
子
〕
／
〔
古
語
拾
遺
：
菊
地
照
夫
〕
／
④
陸
奥
話
記
：
佐
倉
由

泰
／
⑤
後
三
年
記
：
野
中
哲
照

Ⅱ
古
文
書

①
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
：
榎
本
淳
一
／
②
款
状
（
申
文
）
―
応
徳
三
年
正
月
二

十
三
日
付
「
前
陸
奥
守
源
頼
俊
款
状
」
を
読
む
：
小
口
雅
史

Ⅲ
古
記
録

①
御
堂
関
白
記
：
近
藤
好
和
／
②
小
右
記
：
稲
田
奈
津
子

Ⅳ
法
制
史
料

①
政
事
要
略
：
北
村
安
裕
／
〔
朝
野
群
載
―
「
国
務
条
事
」
を
め
ぐ
っ
て
：
宮
川
麻

紀
〕
／
②
類
聚
三
代
格
：
磐
下
徹
／
③
延
喜
式
―
平
安
時
代
篇
：
小
倉
慈
司
／
④
北

山
抄
―
吏
途
指
南
：
森
公
章
／
〔
儀
式
書
―
西
宮
記
を
例
に
：
丸
山
裕
美
子
〕
／
〔
令

義
解
・
令
集
解
：
大
隅
清
陽
〕

Ⅴ
絵
巻
物

年
中
行
事
絵
―
承
安
五
節
絵
：
遠
藤
珠
紀

Ⅵ
古
代
史
料
の
周
辺

書
風
と
文
房
四
宝
：
島
谷
弘
幸

　

本
書
は
入
門
書
で
は
あ
る
が
、
開
い
て
み
る
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
一
般
書
と
は

異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
上
下
巻
を
通
じ
て
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
は
、
各
史
資
料
が

ど
の
よ
う
に
伝
来
し
現
存
し
て
い
る
の
か
、
信
頼
で
き
る
活
字
本
・
注
釈
書
は
何
か
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
も
含
め
た
ア
ク
セ
ス
の
方
法
、
そ
し
て
史
資
料
本
文
を
読
む
（
基

本
的
に
は
写
真
版
か
ら
釈
文
を
お
こ
し
、
読
み
下
し
、
解
説
す
る
）、
と
い
う
四
点

に
つ
い
て
字
数
を
割
い
て
丁
寧
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
学
問
に
忠
実
で
あ
る

ゆ
え
に
専
門
用
語
も
ふ
り
が
な
（
・
解
説
）
付
き
で
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
流
し
読

み
で
簡
単
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
じ
っ
く
り
読
む
こ
と
で
「
史
料
を
読

む
」
に
は
ま
ず
「
史
料
に
た
ど
り
着
く
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
研
究
の
難
し

さ
・
お
も
し
ろ
さ
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
具
体
的
に
本
書
の
特
徴
を

挙
げ
て
い
こ
う
。

　

特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
異
な
る
観
点
か
ら
複
数
回
に
わ
た
っ
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
史
料
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
成
立
・
伝
来
が

複
雑
な
正
倉
院
文
書
を
、
正
倉
院
文
書
の
全
体
像
・
正
税
帳
・
石
山
紙
背
文
書
（
加

え
て
コ
ラ
ム
で
荘
園
絵
図
・
経
典
跋
文
）
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
担
当

者
が
執
筆
し
て
い
る
。
史
料
そ
の
も
の
に
な
じ
み
が
薄
い
場
合
、
史
料
が
紙
と
い
う

モ
ノ
で
あ
る
こ
と
、
裏
を
反
故
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
、
貼
り
継
ぎ
・
切
断
・
は
が

し
取
り
・
継
ぎ
直
し
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
自
体
新
鮮
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
残
さ
れ

た
手
が
か
り
か
ら
文
書
を
元
の
形
に
復
元
し
て
い
っ
た
り
ど
の
よ
う
な
用
途
・
機
能

を
持
っ
た
の
か
考
え
た
り
と
い
う
作
業
は
、
非
常
に
頭
を
使
う
ぶ
ん
分
か
っ
た
時
の

喜
び
は
大
き
い
。『
類
聚
三
代
格
』
と
『
延
喜
式
』
は
上
下
巻
そ
れ
ぞ
れ
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
二
章
セ
ッ
ト
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、

そ
れ
ぞ
れ
同
じ
執
筆
者
が
担
当
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
一
つ
の
史
料
で
あ
り
な
が

ら
一
・
二
世
紀
と
い
う
長
期
に
わ
た
る
時
代
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
編
纂
史
料

や
法
制
史
料
を
扱
う
際
の
注
意
点
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。『
類
聚
三
代
格
』
に
つ
い

て
は
、
上
巻
で
は
「
九
世
紀
の
史
料
」
と
し
て
用
い
る
場
合
、
太
政
官
符
や
勅
と
い
っ

た
原
書
式
が
法
令
集
に
さ
れ
る
過
程
で
ト
リ
ミ
ン
グ
・
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
＝
原
文
書
で
は
な
い
）
こ
と
、
関
係
す
る
他
の
格
を
踏
ま
え
て
理
解
す
る
必
要
が
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あ
る
（
＝
単
独
で
は
理
解
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
）
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
解
説
す
る
。
下
巻
で
は
十
一
世
紀
成
立
の
史
料
に
八
世
紀
の
法
令
が
「
現
行

法
と
し
て
」
収
載
さ
れ
て
い
る
事
例
を
取
り
上
げ
、
数
行
の
中
に
史
料
の
成
立
と

い
っ
た
大
き
な
問
題
に
関
わ
る
ヒ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
述
べ
、
無
意
識

に
働
く
現
代
の
感
覚
を
取
り
払
っ
て
史
料
と
対
峙
す
る
必
要
性
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ

る
。『
延
喜
式
』
に
つ
い
て
、
上
巻
で
は
そ
の
先
行
法
令
集
で
あ
る
弘
仁
式
・
貞
観

式
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
し
、「
弘
」「
貞
」「
延
」
な
ど
の
標
注
を
鵜
吞
み
に
せ
ず

ど
の
時
期
の
ど
の
官
司
の
も
の
か
、
関
連
史
料
を
用
い
な
が
ら
読
み
解
く
過
程
を
解

説
す
る
。
下
巻
で
は
延
喜
式
の
編
纂
過
程
を
「
延
喜
式
覆
奏
短
尺
草
」（
延
喜
式
草

案
に
つ
い
て
の
醍
醐
天
皇
の
意
見
に
対
す
る
編
纂
担
当
者
か
ら
の
回
答
原
稿
）
を
取

り
上
げ
な
が
ら
詳
述
し
、
延
喜
式
が
基
本
的
に
奏
進
さ
れ
た
延
長
五
年
段
階
の
現
行

法
令
で
は
あ
る
も
の
の
理
念
と
現
実
の
乖
離
が
あ
る
と
い
う
、
特
に
十
世
紀
以
降
の

史
料
を
読
む
上
で
は
必
ず
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
を
指
摘
す

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
複
雑
な
史
料
に
対
し
て
も
簡
略
化
す
る
こ
と
は
せ
ず
多
面
的

に
史
料
の
性
格
を
述
べ
る
と
い
う
形
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　

近
年
積
極
的
に
史
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
出
土
文
字
資
料
を
取
り
上
げ
て
い

る
こ
と
も
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
出
土
文
字
資
料
は
、
文
字
を
読
む
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
考
古
、
ま
た
時
に
は
科
学
的
知
見
も
同
時
に
駆
使
し
な
け
れ
ば
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
扱
い
づ
ら
さ
を
持
つ
が
、
各
章
で
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
現

在
の
状
態
に
至
っ
た
の
か
、
資
料
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
方
法
が
明
快
に
説
明
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
木
簡
に
つ
い
て
は
形
状
・
材
質
・
出
土
位
置
か
ら
多
面
的
に
検

討
す
る
方
法
を
実
例
に
沿
っ
て
解
説
す
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
意
図
せ
ず
残
っ
た
も

の
で
あ
る
木
簡
は
、
律
令
国
家
の
政
治
・
社
会
の
実
態
を
伝
え
て
く
れ
る
。
公
式
令

に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
書
式
で
記
さ
れ
た
文
章
や
木
の
堅
牢
性
を
利
用
し
た
税
物
進

上
の
た
め
の
荷
札
の
解
説
を
読
め
ば
、
漢
字
文
化
や
木
と
文
字
の
距
離
に
つ
い
て
の

現
代
と
は
異
な
る
感
覚
を
体
感
で
き
、
そ
れ
ら
を
使
用
し
た
古
代
の
人
々
を
身
近
に

感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
手
軽
に
利
用
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
紹
介
す
る
が
、
史
料

と
し
て
用
い
る
際
に
は
出
典
を
確
認
す
る
等
の
基
本
姿
勢
も
強
調
す
る
。
漆
紙
文
書

は
木
簡
よ
り
一
般
に
は
な
じ
み
が
薄
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て

残
っ
た
も
の
な
の
か
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
お
り
、
発
掘
調
査
に
詳
し
く
な
い
読
者
に

も
親
切
で
あ
る
。
ま
た
、
漆
紙
文
書
は
断
片
的
資
料
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ら
れ
な
い

が
、
令
文
を
始
め
と
し
た
他
史
料
や
出
土
状
況
と
照
合
す
る
こ
と
で
本
来
の
姿
を
考

察
す
る
過
程
を
具
体
的
に
説
明
し
て
お
り
、
推
理
小
説
の
よ
う
に
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
。
以
上
の
よ
う
な
出
土
文
字
資
料
の
性
格
・
扱
い
方
の
指
南
書
は
、
史
料
と
し

て
の
歴
史
が
比
較
的
浅
い
こ
と
も
あ
り
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、
本
書
で
得

ら
れ
る
基
礎
知
識
は
、
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、
博
物
館
等
の
展
示
を
見
る
際
に
も
大
い

に
役
立
つ
。
金
石
文
の
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
上
野
三
碑
は
、
個
人
で
も
自
由
に
見
に

行
く
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
で
は
上
野
三
碑
か
ら
在
地
支
配
の
方
法
と
そ
の
変
遷
、

上
野
国
に
多
く
居
住
し
た
渡
来
人
の
影
響
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
正
史
や

中
央
の
史
料
か
ら
は
見
え
な
い
地
方
支
配
の
様
相
を
堪
能
で
き
る
。
出
土
文
字
資
料

は
扱
い
が
難
し
い
代
わ
り
に
、
全
国
で
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
最
も
身
近
な
史
料

と
言
え
る
。

　

第
三
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
扱
う
史
料
の
多
彩
さ
・
幅
広
さ
で
あ

る
。
例
え
ば
年
中
行
事
絵
は
、
入
門
書
で
大
き
く
扱
わ
れ
る
の
は
珍
し
い
。
絵
画
＝

美
術
品
と
思
い
が
ち
だ
が
、
作
成
さ
れ
た
背
景
・
目
的
、
模
本
の
系
統
を
探
る
と

い
っ
た
歴
史
学
の
手
法
を
経
る
こ
と
で
史
料
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
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本
章
が
取
り
上
げ
る
「
承
安
五
節
絵
」
に
つ
い
て
は
、
絵
・
詞
書
と
内
裏
図
（『
拾

芥
抄
』）
を
掲
げ
つ
つ
解
説
し
て
お
り
、
儀
式
次
第
を
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
受
け
入

れ
や
す
い
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
「
史
料
」
の
一
般
的

イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
史
料
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
史
料
名
は
一

般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

も
の
も
あ
る
。「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
」
は
そ
の
最
た
る
例
で
あ
ろ
う
。
本
章

で
は
、
こ
れ
が
作
成
さ
れ
た
背
景
や
そ
の
後
の
経
緯
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
高

い
教
養
・
文
筆
能
力
を
有
す
る
人
物
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
四
六
駢
儷
体
の
文
章
、

上
訴
の
背
景
に
あ
る
地
方
支
配
の
複
雑
な
構
造
、
結
果
と
し
て
元
命
の
受
領
功
過
が

「
過
に
非
ず
」
と
さ
れ
た
こ
と
等
、
史
料
の
イ
メ
ー
ジ
が
が
ら
り
と
変
わ
る
だ
ろ
う
。

加
え
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
書
風
と
文
房
四
宝
」
の
章
で
あ
る
。
史
料
の
性
格
を

考
え
る
上
で
「
モ
ノ
」
情
報
は
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
史
を
学
ん
で
い

て
も
こ
う
い
っ
た
知
識
を
き
ち
ん
と
学
ぶ
機
会
は
少
な
い
。
さ
ら
に
書
風
に
つ
い
て

は
美
術
の
面
か
ら
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
ん
な
中
、
本
章
で
は
史
料
を
扱
う
上
で
必
要
な
知
識
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
、
様
々
な
場
面
で
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

　

内
容
が
豊
富
な
た
め
一
部
し
か
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
書
全
体

が
最
も
強
く
伝
え
て
い
る
こ
と
は
史
料
批
判
の
重
要
性
で
あ
る
。
簡
単
に
入
手
で
き

る
活
字
を
鵜
吞
み
に
せ
ず
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
ん
な
目
的
で
作
っ
た
も
の
で
ど
の
よ

う
に
伝
来
し
た
の
か
、
ま
た
信
頼
で
き
る
テ
キ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
得
ら
れ
る
か
、

足
許
を
確
か
め
な
が
ら
慎
重
に
史
料
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
日
本
古
代
の
史
料
に
限

ら
ず
あ
ら
ゆ
る
情
報
に
通
用
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
決
し
て
「
簡
単
で
分
か
り

や
す
い
日
本
史
」
の
本
で
は
な
い
が
、「
学
問
と
し
て
の
日
本
史
」
に
少
し
で
も
関

心
が
あ
れ
ば
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
日
本
史
へ
の
関
心
が

薄
い
方
に
と
っ
て
も
、「
史
料
を
読
む
」
手
法
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
情
報
の
溢
れ

る
現
代
社
会
を
生
き
る
上
で
有
益
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
上
巻
：
三
〇
九
頁
、
二
〇
一
八
年
三
月
刊
行　

下
巻
：
二
九
三
頁
、
二
〇
一
八
年

六
月
刊
行
、
と
も
に
Ａ
5
判
、
同
成
社
、
本
体
価
格
三
八
〇
〇
円
＋
税
）

　
（
く
ろ
す
・
ゆ
り
え　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
助
教
）


