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づ
け
、
そ
の
成
立
か
ら
戦
国
時
代
に
至
る
期
間
の
政
権
と
の
関
わ
り
の
中

か
ら
、
時
代
像
を
「
理
解
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
現

行
要
領
で
は
、
は
じ
め
か
ら
「
武
家
政
権
」
あ
り
き
で
は
な
く
、
東
ア
ジ

ア
世
界
の
動
向
・
国
内
諸
地
域
の
地
理
的
条
件
を
背
景
に
、
中
世
の
日
本

を
形
成
す
る
武
士
・
公
家
・
寺
社
・
民
衆
な
ど
の
諸
要
素
の
関
係
性
を
勘

案
し
た
上
で
、
中
世
国
家
や
社
会
・
文
化
の
特
色
に
つ
い
て
、
中
世
と
い

う
時
代
の
顕
著
な
多
様
性
に
「
着
目
」
さ
せ
、
そ
の
時
代
像
を
生
徒
た
ち

自
ら
が
「
考
察
」
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
（1）
原
始
・
古
代
、
（2）
中
世
、
（3）
近
世
そ
れ
ぞ
れ
の
大
項
目
の
最

初
に
「
歴
史
と
資
料
」「
歴
史
の
解
釈
」「
歴
史
の
説
明
」
の
各
中
項
目
を

設
定
し
、
（6）
現
代
を
扱
う
大
項
目
の
最
後
に
位
置
づ
け
た
中
項
目
「
歴
史

の
論
述
」
と
と
も
に
歴
史
的
思
考
力
が
段
階
的
に
育
成
し
う
る
よ
う
配
置

し
た
。
す
な
わ
ち
学
習
の
在
り
方
が
「
教
員
が
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
」
か

ら
「
生
徒
自
ら
が
考
察
し
、
時
代
の
特
色
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
歴
史
的
思

考
力
の
育
成
に
む
け
、
教
員
が
配
慮
し
指
導
を
工
夫
す
る
」
へ
と
大
き
く

転
換
し
た
の
で
あ
る
。

例
え
る
な
ら
ば
、
教
師
と
い
う
料
理
人
が
良
い
素
材
を
美
味
し
く
調
理

し
ま
し
た
。
召
し
上
が
れ
、
と
い
う
「
お
品
書
き
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、

素
材
を
用
意
し
ま
す
か
ら
自
分
で
調
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
、
と
し
た
の
が
、

現
行
の
指
導
要
領
の
趣
旨
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
素
材
に
ど
う

い
う
栄
養
素
が
含
ま
れ
、
そ
れ
を
効
率
的
に
摂
取
す
る
た
め
の
方
法
、
素

は
じ
め
に

平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
三
月
に
改
訂
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導

要
領
は
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
度
の
入
学
生
か
ら
年
次
進
行
に
よ
り
実

施
さ
れ
る
。
今
回
の
改
訂
は
、
近
年
と
み
に
叫
ば
れ
て
い
る
大
学
教
育
改

革
・
高
校
教
育
改
革
・
高
大
接
続
改
革
と
も
相
ま
っ
て
、
ま
さ
に
フ
ル
モ

デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
と
も
言
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
改
訂
が
求
め
て
い
る
趣
旨
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇

九
）
と
今
回
の
、
二
度
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
、
同
解
説
の
作
成
に
参
加

し
た
立
場
か
ら
、
特
に
日
本
史
探
究
の
改
訂
の
背
景
と
、
今
後
の
影
響
を

含
め
て
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
今
回
の
改
訂
に
触
れ
る
前
に
、
現
行
学
習
指
導
要
領
へ
の
改
訂

時
の
変
更
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
平
成
十
一
年
（
二
〇
〇

二
）
告
示
の
要
領
で
は
、
例
え
ば
中
世
を
「
武
家
政
権
」
の
時
代
と
位
置

◉
教
室
レ
ポ
ー
ト

学
習
指
導
要
領
の
改
訂

─
そ
の
背
景
と
日
本
史
探
究
の
趣
旨

─
中家健
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材
の
処
理
や
調
理
法
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
作
業
に
臨
む
に
は
無
理
が
あ
っ

た
。
素
材
の
切
り
方
や
下
処
理
の
仕
方
を
習
得
し
、
煮
る
・
焼
く
・
蒸
す

な
ど
、
ど
の
調
理
法
が
栄
養
の
摂
取
に
適
し
て
い
る
の
か
を
学
ん
だ
上
で
、

ど
の
よ
う
に
調
理
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
手
順
を
示
し
た
「
レ
シ
ピ
集
」

が
必
要
に
な
っ
た
。
で
は
、
そ
の
「
レ
シ
ピ
集
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
　
教
育
改
革
の
背
景

昨
今
の
教
育
改
革
論
議
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ

っ
た
の
を
御
存
知
の
こ
と
と
思
う
。
一
つ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
キ

ャ
シ
ー
・
デ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
教
授
の
予
測
で
「
二
〇
一
一
年
度
に
小
学
校
に

入
学
し
た
子
供
の
六
五
％
は
、
将
来
、
い
ま
存
在
し
な
い
職
業
に
就
く
」

と
い
う
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
マ
イ
ケ
ル
・
オ

ズ
ボ
ー
ン
准
教
授
の
指
摘
で
「
一
〇
～
二
〇
年
後
、
約
四
七
％
の
仕
事
は

自
動
化
さ
れ
る
」
と
の
内
容
で
あ
る
。

両
教
授
が
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
A
I
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
要
素
と

す
る
第
4
次
産
業
革
命
を
背
景
に
、
社
会
全
体
や
人
間
の
在
り
方
・
働
き

方
が
変
化
す
る
中
、
A
I
に
呑
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
使
い
こ
な
す
人

間
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
知
識
を
た
め
こ
み
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
活
用
し
て
考
え
方
を

構
築
し
、
人
々
と
協
働
す
べ
き
時
代
が
来
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日

本
で
も
教
育
改
革
、
特
に
大
学
教
育
が
変
わ
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
欧
米

は
既
に
新
た
な
時
代
に
対
応
可
能
な
教
育
を
始
め
て
い
る
の
に
、
日
本
だ

け
が
旧
態
依
然
と
し
た
大
学
教
育
な
の
が
問
題
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
に

な
り
、
多
様
な
人
材
と
共
に
働
く
に
あ
た
り
、
欧
米
と
大
学
教
育
の
差
が

歴
然
と
つ
い
て
い
る
た
め
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧

さ
れ
て
い
る
。

大
学
教
育
改
革
と
し
て
、
ま
ず
、
ど
う
い
う
人
材
を
育
て
た
い
か
（
A
）

と
い
う
デ
ィ
プ
ロ
マ
ポ
リ
シ
ー
、
次
に
A
の
実
現
に
向
け
、
ど
う
い
う
教

育
を
施
す
べ
き
か
（
B
）
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ポ
リ
シ
ー
、
そ
し
て
、

B
の
教
育
を
受
け
る
の
に
相
応
し
い
能
力
を
明
示
（
C
）
す
る
ア
ド
ミ
ッ

シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー
の
三
点
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
高
校
教
育
改
革
で
は
大

学
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー
に
匹
敵
す
る
学
力
の
三
要
素
と
し
て
、

「
①
知
識
・
技
能
の
確
実
な
習
得
」、「
②
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
」、

「
③
主
体
性
を
持
っ
て
多
様
な
人
間
と
協
働
し
て
学
ぶ
態
度
」
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
は
①
の
知
識
・
技
能
を
有
機
的
に
接
合
す
る
応

用
力
と
し
て
、
③
は
自
ら
の
意
志
で
活
動
で
き
、
か
つ
、
個
々
人
の
良
さ

を
持
ち
寄
っ
た
集
団
で
、
力
を
発
揮
し
う
る
協
調
性
を
有
し
た
人
材
と
な

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
の
議
論
を
経
て
、
よ
り
高
次

の
概
念
的
知
識
・
メ
タ
認
知
へ
と
自
ら
を
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
本
史
探

究
に
限
ら
ず
、
全
教
科
・
科
目
に
お
い
て
高
校
教
育
に
お
け
る
学
力
の
三
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要
素
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
従
前
か
ら
入
試
シ
ス
テ
ム
の
変
革
な
し
に
高
校
教
育
の
在

り
方
は
変
わ
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
中
、
今
回
は
高
大
接
続
改
革
も
同

時
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
に
代
え
て
、

「
②
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
」
を
測
る
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
や
、

従
来
の
3
技
能
に
会
話
能
力
を
含
ん
だ
英
語
4
技
能
検
定
、
さ
ら
に
「
③

主
体
性
を
持
っ
て
多
様
な
人
間
と
協
働
し
て
学
ぶ
態
度
」
の
類
推
可
能
な

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
導
入
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
と
こ

ろ
で
あ
る
。

二
　
高
校
教
育
改
革
と
日
本
史
探
究
の
関
連
性

今
回
の
改
訂
で
は
、
社
会
で
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
を
全
て
の
生
徒

に
育
む
観
点
か
ら
、
地
理
歴
史
科
で
は
必
履
修
科
目
と
し
て
、
空
間
軸
を

学
習
の
中
心
に
据
え
る
地
理
総
合
と
、
時
間
軸
を
学
習
の
基
軸
と
す
る
歴

史
総
合
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
日
本
史
探
究
は
、
歴
史
総
合

の
学
習
で
身
に
付
け
た
資
質
・
能
力
を
踏
ま
え
、
従
前
の
日
本
史
A
・
B

の
ね
ら
い
を
発
展
的
に
継
承
し
つ
つ
、
歴
史
の
展
開
に
つ
い
て
総
合
的
な

理
解
を
深
め
、
概
念
な
ど
を
活
用
し
て
多
面
的
・
多
角
的
に
考
察
し
、
歴

史
に
見
ら
れ
る
課
題
を
把
握
し
、
現
代
の
日
本
の
課
題
を
探
究
す
る
力
を

養
う
た
め
、
歴
史
総
合
か
ら
の
年
次
進
行
で
学
習
す
る
科
目
と
し
て
設
定

さ
れ
た
。

前
述
の
通
り
、
今
回
、
全
教
科
・
科
目
に
お
い
て
高
校
教
育
に
お
け
る

学
力
の
三
要
素
の
充
実
が
求
め
ら
れ
、
日
本
史
探
究
で
も
「
知
識
及
び
技

能
」「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
」「
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性

等
」
の
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
に
沿
っ
た
目
標
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ら

を
有
機
的
に
関
連
付
け
る
こ
と
で
、
目
標
の
達
成
に
至
ら
し
め
よ
う
と
し

て
い
る
。
ま
た
、「
社
会
的
事
象
の
歴
史
的
な
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か

せ
て
、
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
実
現
す
る
た
め
に
、
多
様
な
視

点
に
着
目
し
て
、
課
題
を
追
究
し
解
決
す
る
学
習
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。「

知
識
及
び
技
能
」
に
つ
い
て
は
、
時
間
軸
の
中
で
の
連
続
性
や
空
間

的
認
識
と
し
て
捉
え
る
事
に
加
え
、
多
様
な
資
料
か
ら
情
報
を
読
解
し
纏

め
る
力
が
、「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
」
で
は
、
歴
史
総
合
で
培

っ
た
概
念
を
活
用
す
る
力
や
、
課
題
を
把
握
す
る
力
、
解
決
に
向
け
て
の

構
想
力
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
考
察
し
た
内
容
を
論
理
的
に
説
明

し
、
他
者
と
の
議
論
を
経
て
再
構
成
す
る
な
ど
の
振
り
返
り
の
場
面
を
設

定
す
る
必
要
も
あ
る
。「
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
」
で
は
関
心
を

喚
起
し
積
極
的
に
探
究
に
向
か
う
姿
勢
や
、
国
民
と
し
て
の
自
覚
・
我
が

国
の
歴
史
へ
の
愛
情
と
と
も
に
、
他
者
を
尊
重
す
る
人
間
性
の
育
成
が
問

わ
れ
て
い
る
。
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三
　「
日
本
史
探
究
」
の
学
習
の
構
成

現
行
の
学
習
指
導
要
領
解
説
の
「
内
容
と
そ
の
取
扱
い
」
が
僅
か
一
三

頁
で
あ
る
の
に
対
し
、
改
訂
版
で
は
六
六
頁
に
も
及
ん
で
い
る
。
大
項

目
・
中
項
目
・
小
項
目
の
構
造
や
学
習
方
法
、
三
段
階
に
設
定
さ
れ
る
課

題
（
問
い
）
の
在
り
方
な
ど
を
説
明
し
た
前
半
部
（
一
二
頁
分
）
と
、
各

時
代
の
学
習
過
程
を
具
体
的
に
追
っ
て
い
く
後
半
部
（
五
四
頁
分
）
と
か

ら
成
っ
て
い
る
。
前
半
部
は
素
材
の
処
理
法
や
調
理
法
の
習
得
に
例
え
た

部
分
に
、
後
半
部
は
そ
れ
ら
の
技
術
を
用
い
て
、
素
材
を
調
理
し
て
い
く

手
順
を
示
し
た
レ
シ
ピ
に
当
た
る
と
言
え
よ
う
。

①
大
項
目
の
構
成

大
項
目
は
A
原
始
・
古
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
、
B
中
世
の
日
本
と
世

界
、
C
近
世
の
日
本
と
世
界
、
D
近
現
代
の
地
域
・
日
本
と
世
界
、
か
ら

成
っ
て
お
り
、
学
習
の
順
序
性
と
歴
史
総
合
で
育
ん
だ
歴
史
の
学
び
方
の

活
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
歴
史
総
合
で
の
取
り
扱
っ
た
近
現

代
と
前
近
代
で
は
、
当
然
、
そ
の
活
用
の
在
り
方
に
は
差
違
が
生
じ
る
。

②
中
項
目
の
構
成

こ
こ
で
は
、
私
が
分
担
し
た
大
項
目
C
「
近
世
日
本
と
世
界
」（
学
習

指
導
要
領
解
説
・
地
理
歴
史
編
・
日
本
史
探
究
二
二
九
頁
～
二
四
〇
頁
）

を
例
に
と
り
、
中
項
目
の
構
成
を
見
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
中
項
目
を

形
成
し
て
い
る
小
項
目
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
あ
る
の
で
、
適

宜
、
読
み
進
め
た
り
、
戻
っ
た
り
し
な
が
ら
ご
覧
頂
け
れ
ば
と
思
う
。

ま
ず
、
中
項
目
（1）
「
近
世
へ
の
転
換
と
歴
史
的
環
境
」
で
は
、
生
徒
が

時
代
の
転
換
に
着
目
し
て
、
近
世
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
、「
時
代
を

通
観
す
る
問
い
」
を
表
現
で
き
る
よ
う
、
指
導
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
対
外
環
境
や
国
内
情
勢
を
背
景
に
、
織
豊
政
権
が

戦
国
時
代
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
や
太
閤
検
地
な
ど
一
連
の

兵
農
分
離
政
策
な
ど
か
ら
、「
な
ぜ
長
期
間
に
わ
た
っ
て
大
き
な
戦
乱
が

起
こ
ら
な
い
時
代
を
形
成
で
き
た
の
か
」
な
ど
、
近
世
と
い
う
「
時
代
を

通
観
す
る
問
い
」
が
表
現
さ
れ
る
と
、
中
項
目
（2）
の
学
習
に
つ
な
が
る
こ

と
と
な
る
。

中
項
目
（2）
「
歴
史
資
料
と
近
世
の
展
望
」
で
は
、
生
徒
が
中
項
目
（1）
で

表
現
し
た
時
代
を
通
観
す
る
問
い
を
踏
ま
え
、
適
切
な
歴
史
資
料
よ
り
収

集
・
読
解
し
た
情
報
か
ら
、
近
世
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
、「
仮
説
」

を
表
現
で
き
る
よ
う
、
指
導
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
、
検
地
帳
な
ど
適
切
な
資
料
を
用
い
て
、
教
師
が
行
っ
た
「
江
戸
初
期

の
施
策
は
、
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
」
と
の
問
い
か
け
に
対
し
、
生
徒
が
「
相
対
的
に
安
定
し
た
政
治
が
継

続
し
た
の
は
、
当
時
の
施
策
に
、
武
士
と
そ
の
他
の
身
分
の
双
方
に
と
っ

て
合
理
的
な
側
面
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
」
な
ど
の
仮
説
が
表
現
さ

れ
る
と
、
中
項
目
（3）
の
学
習
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。

中
項
目
（3）
「
近
世
の
国
家
・
社
会
の
展
開
と
画
期
（
歴
史
の
解
釈
、
説
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れ
て
い
る
。

③
小
項
目
の
構
成

小
項
目
は
前
記
の
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
に
対
応
す
る
、
事
項
ア

「
知
識
と
技
能
」、
事
項
イ
「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
」
か
ら
成
っ

て
い
る
。
主
要
な
部
分
は
現
行
要
領
「
日
本
史
B
」
解
説
の
「
～
に
着
目

し
て
、
○
○
を
考
察
さ
せ
、
概
念
的
な
理
解
（
概
念
的
な
知
識
と
し
て
獲

得
）
に
至
る
」
を
引
き
継
い
で
お
り
、
事
項
イ
に
着
目
点
〈c〉
が
、
事
項
ア

に
対
象
と
な
る
歴
史
的
事
象
〈a〉
と
到
達
す
べ
き
概
念
的
理
解
〈b〉
を
示
し
て

い
る
が
、
事
項
イ
に
は
、
設
定
し
た
主
題
〈d〉
に
対
す
る
考
察
〈e〉
、
諸
事
象

の
解
釈
や
歴
史
の
画
期
を
根
拠
を
示
し
て
表
現
〈f〉
す
る
な
ど
の
概
念
的
理

解
に
至
る
ま
で
の
学
習
過
程
も
含
ま
れ
て
い
る
（
図
1
）。

中
項
目
（3）
で
は
、
ア
の
事
項
の
〈a〉
を
基
に
、
イ
の
事
項
の
〈c〉
に
着
目
し
、

教
師
が
主
題
〈d〉
を
設
定
し
て
「
小
項
目
全
体
に
関
わ
る
問
い
」
を
提
示
す

る
。
こ
の
問
い
を
踏
ま
え
て
を
考
察
〈e〉
し
、
生
徒
自
ら
が
判
断
・
構
成
し

た
も
の
を
表
現
〈f〉
す
る
学
習
を
通
し
て
、
ア
の
概
念
的
理
解
〈b〉
に
至
る

「
一
本
化
さ
れ
た
学
習
過
程
」
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
、
歴
史
的
思
考

力
の
獲
得
を
図
っ
て
い
る
。

④
事
象
に
関
わ
る
学
習
と
問
い
の
構
造

中
項
目
（3）
に
お
け
る
問
い
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
三
段
階
の
設
定
が
行

わ
れ
て
い
る
。
事
項
ア
の
「
～
の
基
に
」
の
前
に
あ
る
歴
史
的
事
象
〈a〉
に

つ
い
て
考
察
〈e〉
す
る
学
習
に
お
い
て
は
ⅰ
【
事
象
の
推
移
や
展
開
を
考
察

明
、
論
述
）」
で
は
、
生
徒
が
中
項
目
（2）
で
表
現
し
た
仮
説
を
踏
ま
え
、

課
題
を
追
究
し
た
り
解
決
し
た
り
す
る
活
動
を
通
し
て
、
歴
史
に
関
わ
る

諸
事
象
の
解
釈
や
歴
史
の
画
期
な
ど
を
根
拠
を
示
し
て
表
現
で
き
る
よ
う
、

指
導
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
③
小
項
目
の
構
成
に
あ
る
囲
み
部

分
を
扱
う
場
合
に
は
「
戦
乱
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
人
々
の
生
活
や
社
会

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
【
事
象
の
意
味
や
意
義
、

関
係
性
な
ど
を
考
察
す
る
た
め
の
問
い
】
を
立
て
た
り
、「
幕
藩
体
制
の

確
立
の
過
程
で
、
あ
な
た
が
最
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
る
で
き
事

は
何
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
」
と
【
諸
事
象
の
解
釈
や
画
期
を
表
現
す
る
問

い
】
を
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
大
項
目
A
～
C
の
中
項
目
（3）

に
は
歴
史
の
解
釈
、
説
明
、
論
述
と
副
題
が
付
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
歴

史
事
象
の
意
味
や
意
義
を
解
釈
す
る
力
、
複
数
の
歴
史
的
解
釈
が
成
り
立

つ
場
合
に
根
拠
や
論
理
を
踏
ま
え
て
考
え
を
説
明
で
き
る
力
、
生
徒
自
身

が
設
定
し
た
主
題
に
つ
い
て
探
究
し
た
成
果
を
論
述
（
表
現
）
で
き
る
力

を
指
し
、
現
行
指
導
要
領
「
日
本
史
B
」
で
歴
史
的
思
考
力
の
段
階
的
育

成
を
求
め
て
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
今
回
の
改
訂
で
は
、
こ
の
学
習
活

動
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
、
よ
り
一
層
の
定
着
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。

近
現
代
を
扱
う
大
項
目
D
に
の
み
中
項
目
（4）
「
現
代
の
日
本
の
課
題
の
探

究
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
日
本
史
B
」
の
歴
史
の
論
述
を
引

き
継
ぐ
も
の
で
、
現
代
の
日
本
の
課
題
の
形
成
に
関
わ
る
歴
史
の
展
望
に

つ
い
て
、
考
察
・
構
想
し
、
そ
の
結
果
を
表
現
す
る
学
習
と
位
置
づ
け
ら



20教室レポート

す
る
た
め
の
課
題
（
問
い
）】
や
ⅱ
【
事
象
の
意
味
や
意
義
、
関
係
性
な

ど
を
考
察
す
る
た
め
の
問
い
】
の
段
階
、
生
徒
の
考
え
を
表
現
〈f〉
す
る
学

習
に
つ
い
て
は
ⅲ
【
諸
事
象
の
解
釈
や
画
期
を
表
現
す
る
問
い
】
の
段
階

と
、
一
つ
の
事
象
に
つ
い
て
多
段
階
の
問
い
が
一
連
の
つ
な
が
り
を
持
っ

て
出
さ
れ
る
学
習
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

冒
頭
に
も
述
べ
た
が
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
フ
ル
モ
デ
ル
チ
ェ
ン

ジ
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
、
大
規
模
か
つ
根
本
的
な
改
訂
で
、
拙
稿
で

は
伝
え
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
。
従
前
の
改
訂
の

際
に
は
、
必
要
な
い
と
ご
覧
に
な
ら
な
か
っ
た
先
生
方
も
、
今
回
は
是
非
、

学
習
指
導
要
領
・
地
理
歴
史
編
の
本
文
と
解
説
を
精
読
さ
れ
る
こ
と
を
お

願
い
し
た
い
。

全
国
歴
史
教
育
研
究
協
議
会
（
全
歴
研
）
の
全
国
大
会
が
七
月
二
十
四

日
・
二
十
五
日
に
中
野
サ
ン
プ
ラ
ザ
で
、
日
本
社
会
科
教
育
学
会
（
日
社

学
）
の
全
国
研
究
大
会
が
九
月
十
四
日
・
十
五
日
に
新
潟
大
学
で
行
わ
れ

る
。
あ
る
い
は
、
各
都
道
府
県
の
社
会
系
・
歴
史
系
研
究
会
で
も
、
新
要

領
に
向
け
て
試
行
的
な
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
先
生
方
の
実
践
例
や
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
会
に
も
参
加
さ

れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

（
な
か
い
え
・
た
け
し
／
東
京
都
立
小
石
川
中
等
教
育
学
校
主
幹
教
諭
）

（3）近世の国家・社会の展開と画期（歴史の解釈・説明・論述）
小項目（ア）
ア　次のような知識を身に付けること。
（ア）〈ａ〉法や制度による支配秩序の形成と身分制，貿易の統制と
対外関係，技術の向上と開発の進展，学問・文化の発展などを基に，
〈ｂ〉幕藩体制の確立，近世の社会と文化の特色を理解すること。
イ　次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア）〈ｃ〉織豊政権との類似と相違，アジアの国際情勢の変化，交
通・流通の発達，都市の発達と文化の担い手との関係などに着目して，
〈ｄ〉主題を設定し，〈ｅ〉近世の国家・社会の展開について，事象
の意味や意義，関係性などを多面的・多角的に考察し，〈ｆ〉歴史に
関わる諸事象の解釈や歴史の画期などを根拠を示して表現すること。

図1　小項目全体の構造の例（学習指導要領解説・地理歴史編 201 頁より抜粋）


