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一
、
は
じ
め
に

　

本
校
で
は
平
成
二
十
七
年
度
よ
り
、
座
学
だ
け
で
は
学
べ
な
い
、
体
験
型
の

学
習
と
し
て
様
々
な
研
修
が
企
画
さ
れ
て
い
る
。
文
学
研
修
委
員
会
で
は
、
文

学
散
歩
と
文
学
研
修
と
い
う
行
事
を
実
施
し
て
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
平
成
二
十
七
年
度
に
実
施
し
た
文
学
研
修
に
つ
い
て
、
概
要
を

紹
介
す
る
。
二
泊
三
日
で
、
三
月
の
京
都
を
訪
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
文
学
研
修
の
ね
ら
い

　

本
研
修
は
、
次
の
二
点
を
ね
ら
い
と
し
て
行
っ
た
。

○�

文
学
作
品
の
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る
こ
と
で
、
作
品
や
作
家
へ
の
興
味
や
理
解

を
深
め
る
。

○�

古
典
作
品
に
関
わ
る
建
造
物
や
調
度
品
・
装
束
な
ど
を
実
際
に
見
る
こ
と

で
、
そ
の
世
界
へ
の
親
し
み
を
持
つ
と
共
に
、
有
職
故
実
の
知
識
を
増
や
し

今
後
の
古
文
読
解
の
助
け
と
す
る
。

　

ま
ず
一
つ
に
は
す
で
に
文
学
作
品
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
生
徒
に
、
よ
り
一

層
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
、
そ
の
好
奇
心
に
応
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

あ
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
の
研
修
で
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
る
「
古
典
」
と
い
う
科
目

は
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
高
校
一
年
生
で
一
か
ら
学
び
始
め
る
こ
と
に
な
る
科

目
で
あ
る
。
初
期
の
文
法
や
現
代
と
は
異
な
る
語
彙
な
ど
に
ひ
る
ん
で
し
ま

い
、「
難
解
な
も
の
」
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
二
年
生
を
迎
え
て
し
ま
う
生
徒

も
多
い
。
そ
ん
な
「
古
典
」
へ
の
関
心
を
深
め
、
学
ん
で
い
く
意
欲
に
つ
な
げ

て
欲
し
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
実
際
の
行
程
を
考
え
る
時
に

は
、
ま
ず
は
参
加
を
促
せ
る
よ
う
、
い
わ
ゆ
る
名
所
も
織
り
込
ん
だ
。

三
、
実
際

　

参
加
者
は
第
一
学
年
の
女
子
二
十
名
、
男
子
二
名
、
引
率
教
員
二
名
の
計
二

十
四
名
。
文
学
好
き
な
生
徒
、
京
都
好
き
な
生
徒
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
が
友
人

と
出
掛
け
る
の
を
楽
し
み
に
来
た
生
徒
…
…
。
参
加
動
機
は
様
々
だ
っ
た
。

　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
二
日
（
土
）
か
ら
十
四
日
（
月
）
ま
で
の
二
泊
三
日

行

報
事

告
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で
実
施
し
た
。

　

本
稿
で
は
備
忘
録
的
に
、
そ
の
時
の
感
慨
、
生
徒
の
日
誌
や
ア
ン
ケ
ー
ト
の

言
葉
を
、
行
程
に
沿
っ
て
つ
ら
つ
ら
と
綴
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
一
）
一
日
目

　

一
日
目
の
見
学
は
、『
源
氏
物
語
』
が
中
心
に
な
る
。
京
都
ま
で
の
新
幹
線

車
中
で
は
、『
源
氏
』
の
登
場
人
物
タ
イ
プ
占
い
の
プ
リ
ン
ト
を
配
っ
た
り
、

図
書
室
か
ら
借
り
た
『
や
っ
ぱ
り
面
白
か
っ
た
『
源
氏
物
語
』』（
吉
海
直
人

著
・
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
と
い
う
本
を
回
し
読
み
し
た
り
、
登
場
人
物
か
ら
『
源

氏
物
語
』
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
よ
う
努
め
た
。

　

京
都
駅
に
つ
い
て
す
ぐ
に
Ｊ
Ｒ
線
で
宇
治
へ
。

　

平
安
貴
族
に
と
っ
て
、
宇
治
は
別
荘
地
。
舟
遊
び
な
ど
の
遊
び
の
地
で
あ

り
、
魂
の
安
ら
ぐ
宗
教
的
な
地
で
も
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。「
宇
治
＝
憂
し
」

の
掛
詞
と
し
て
、
和
歌
に
も
古
く
か
ら
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
都
の
中
心

か
ら
牛
車
で
何
時
間
も
か
か
る
宇
治
は
、
平
安
貴
族
に
と
っ
て
遠
い
け
れ
ど
も

身
近
な
土
地
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、『
源
氏
物
語
』
最
後
の
十
帖
、
い
わ
ゆ
る
「
宇
治

十
帖
」
の
主
な
舞
台
と
な
っ
た
こ
の
地
に
は
、『
源
氏
物
語
』
に
ち
な
ん
だ
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
が
多
数
あ
る
。

（
一
―
一
）
平
等
院
鳳
凰
堂

　

源
融
の
別
荘
が
、
後
に
藤
原
道
長
の
手
に
渡
り
、
そ
の
息
子
頼
通
に
よ
っ

て
、
承
久
七
（
一
〇
五
二
）
年
に
寺
院
に
改
め
ら
れ
、
創
建
さ
れ
た
の
が
平
等

院
で
あ
る
。
通
称
鳳
凰
堂
は
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す
る
阿
弥
陀
堂
。
近
年
修
復

作
業
が
終
わ
り
、
創
建
当
時
に
一
番
近
い
状
態
と
い
う
今
、
絶
対
に
見
て
お
き

た
い
ス
ポ
ッ
ト
だ
っ
た
。
十
円
玉
で
お
な
じ
み
の
鳳
凰
堂
の
美
し
さ
は
も
は
や

語
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
塗
ら
れ
た
ば
か
り
の
柱
の
朱
色
は
、
自
分
が
以

前
に
訪
れ
た
時
の
記
憶
よ
り
も
や
は
り
鮮
や
か
で
、
と
て
も
温
か
な
色
だ
っ

た
。

　

こ
こ
が
文
学
と
ど
ん
な
関
わ
り
が
あ
る
か
と
言
え
ば
、
は
じ
め
に
述
べ
た
源

融
と
い
う
人
物
が
、
光
源
氏
の
モ
デ
ル
の
一
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
物
な
の

で
あ
る
。
源
融
に
関
わ
る
場
所
は
二
日
目
以
降
に
も
登
場
す
る
の
で
、
歴
史
の

教
科
書
に
は
登
場
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
の
人
物
を
生
徒
た
ち
の
印
象
に
残
し
て

お
き
た
か
っ
た
。

　

生
徒
が
昼
食
場
所
へ
向
か
っ
て
い
る
間
に
、
教
員
一
名
で
鳳
凰
堂
内
の
見
学

の
た
め
の
チ
ケ
ッ
ト
を
取
り
に
行
っ
た
。
時
間
指
定
制
に
な
っ
て
い
る
こ
の
見

学
は
、
事
前
に
電
話
な
ど
で
の
予
約
を
受
け
付
け
て
お
ら
ず
、
一
回
の
定
員
が

五
十
名
。
我
々
は
生
徒
を
二
班
に
分
け
、
鳳
翔
館
（
平
等
院
の
宝
物
を
収
め
る

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
と
た
す
き
掛
け
で
見
学
を
す
る
の
が
現
実
的
か
と
考
え
て
い

た
。
混
雑
時
は
数
時
間
先
ま
で
予
約
が
埋
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う

の
で
、
最
悪
の
場
合
見
学
不
可
も
覚
悟
し
、
生
徒
に
も
伝
え
て
い
た
。
し
か

し
、
実
際
は
う
ま
く
チ
ケ
ッ
ト
が
取
れ
、
全
員
ま
と
ま
っ
て
時
間
の
ロ
ス
も
な

く
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ガ
イ
ド
の
方
の
案
内
で
堂
内
に
入
る
。
四
方
を
囲
む
壁
は
創
建
当
時
そ
の
ま
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ま
を
保
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
バ
ッ
グ
な
ど
を
ぶ
つ
け
な
い

よ
う
緊
張
の
見
学
だ
っ
た
。
同
じ
理
由
か
ら
、
堂
内
は
残
念
な
が
ら
撮
影
禁

止
。
た
だ
、
い
つ
も
は
池
の
向
こ
う
か
ら
臨
ん
で
い
る
堂
内
か
ら
、
逆
に
池
を

眺
め
る
と
い
う
珍
し
い
景
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
頼
通
も
こ
う
い
う
景
色

を
見
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
わ
く
わ
く
と
し
た
気
持
ち
が
湧
い
た
。
こ
の
気
持

ち
の
た
め
に
、
今
日
か
ら
の
研
修
は
あ
る
の
だ
と
、
改
め
て
気
を
引
き
締
め

た
。

　

鳳
翔
館
に
は
、
も
と
も
と
鳳
凰
堂
の
屋
根
に
飾
ら
れ
て
い
た
鳳
凰
像
や
、
堂

内
に
あ
っ
た
運
中
供
養
菩
薩
像
な
ど
が
並
ぶ
。
生
徒
た
ち
は
展
示
品
一
つ
一
つ

の
説
明
書
き
ま
で
熱
心
に
読
ん
で
お
り
、
時
間
が
足
り
な
い
様
子
だ
っ
た
。

（
一
―
二
）
宇
治
上
神
社

　

道
す
が
ら
、
先
ほ
ど
の
鳳
翔
館
の
説
明
書
き
に
あ
っ
た
「
霊
木
」
と
い
う
言

葉
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
。
こ
う
い
っ
た
や
り
取
り
が
す
ぐ
に
で
き
る
の

が
、
少
人
数
で
の
研
修
の
利
点
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
話
を
し
な
が
ら
橋
を
渡
っ
て
越
え
た
の
が
宇
治
川
だ
。『
源
氏
物
語
』

の
浮
舟
が
身
を
投
げ
る
川
で
あ
る
。
水
量
、
速
さ
と
も
な
か
な
か
の
も
の
だ
。

橋
を
渡
っ
た
先
に
、『
源
氏
物
語
』
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
る
。

　

更
に
少
し
進
む
と
、
宇
治
上
神
社
が
あ
る
。
小
さ
な
神
社
だ
が
世
界
遺
産
と

な
っ
て
い
る
。

（
一
―
三
）
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　

復
元
模
型
や
映
像
を
通
じ
、『
源
氏
物
語
』
と
平
安
の
世
界
に
親
し
め
る
博

物
館
。
本
編
中
心
の
春
の
部
屋
と
、
宇
治
十
帖
中
心
の
秋
の
部
屋
に
分
か
れ
て

い
る
。

　

今
回
は
こ
ち
ら
の
学
芸
員
の
方
に
お
願
い
し
て
、「
現
代
と
平
安
の
生
活
習

慣
の
違
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
四
十
分
ほ
ど
講
義
を
し
て
い
た
だ
い
た
。『
伊

勢
物
語
』
の
「
東
下
り
」
く
ら
い
で
し
か
男
女
の
恋
愛
的
な
要
素
を
含
む
古
典

作
品
に
触
れ
て
い
な
い
生
徒
た
ち
は
、
恋
愛
様
式
や
結
婚
形
態
の
現
代
と
の
違

い
な
ど
も
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
だ
。
そ
の
よ
う
な
古
典
常
識
の
一

端
に
触
れ
て
か
ら
、
展
示
を
見
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
。
も
ち
ろ
ん
『
源
氏
物

語
』
の
魅
力
は
恋
愛
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
何
し
ろ
展
示
ス
ペ
ー

ス
の
春
の
部
屋
・
秋
の
部
屋
共
に
「
垣
間
見
」
の
シ
ー
ン
が
人
形
で
再
現
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
見
て
も
「
変
な
人
形
が
あ
っ
た
」
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
（
図
１
）。
講
義
を
担
当
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
は
面
白

い
方
で
、
生
徒
た
ち
も
普
段
の
私

た
ち
教
員
の
授
業
と
は
違
う
語
り

口
に
興
味
深
そ
う
な
様
子
だ
っ

た
。
し
か
し
、
電
話
で
の
依
頼
だ

け
で
は
、
ど
の
よ
う
に
お
話
し
い

た
だ
け
る
か
事
前
に
わ
か
ら
な
い

こ
と
も
あ
り
、
講
義
を
伺
う
前

の
、
初
め
の
土
壌
と
で
も
言
う
べ

き
も
の
を
、
生
徒
た
ち
に
準
備
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が

悔
や
ま
れ
る
。

図1
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展
示
見
学
は
一
時
間
弱
。
自
由
行
動
と
し
た
。
ま
だ
『
源
氏
物
語
』
と
い
う

名
し
か
知
ら
な
い
生
徒
が
大
半
だ
っ
た
が
、
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
映
像
を
見

た
り
、
質
問
を
し
て
来
た
り
、
自
分
か
ら
主
体
的
に
見
学
し
て
い
る
様
子
に
安

心
し
た
。

（
一
―
四
）
東
山
花
灯
路

　

京
阪
宇
治
駅
を
出
て
、
中
書
島
で
乗
り
換
え
、
三
条
京
阪
駅
で
下
車
。
宿
で

早
め
の
夕
食
を
取
り
、
十
八
時
五
十
分
東
山
花
灯
路
の
散
策
に
出
発
し
た
。

　

清
水
寺
に
向
か
う
小
道
を
入
る
と
、
ぼ
ん
や
り
と
温
か
み
の
あ
る
明
か
り
を

灯
す
行
灯
が
並
ん
で
い
た
。
少
し
行
く
と
別
の
デ
ザ
イ
ン
に
変
わ
る
。「
き
れ

い
」
と
口
々
に
言
い
な
が
ら
の
ん
び
り
と
情
緒
を
感
じ
て
歩
き
た
い
…
…
と
こ

ろ
な
の
だ
が
、
こ
の
日
は
土
曜
で
あ
り
十
日
間
あ
る
花
灯
路
期
間
中
の
初
日
、

多
数
の
人
出
が
予
想
さ
れ
る
の

で
、
混
雑
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ

う
早
足
で
進
ん
だ
。

　

清
水
寺
の
前
で
集
合
写
真
を
撮

り
、
し
ば
し
自
由
時
間
。
清
水
坂

を
産
寧
坂
の
入
り
口
ま
で
二
人
以

上
で
の
自
由
散
策
と
し
、
生
徒
た

ち
は
土
産
物
屋
や
甘
味
を
楽
し
ん

で
い
た
。
宿
ま
で
の
帰
り
道
、
高

台
寺
の
前
あ
た
り
で
、「
狐
の
嫁

入
り
行
列
」
と
行
き
逢
っ
た
（
図

２
）。
一
般
応
募
か
ら
選
ば
れ
た
女
性
が
狐
の
面
を
付
け
、
白
無
垢
姿
で
人
力

車
に
乗
り
、
花
灯
路
を
進
ん
で
い
く
の
だ
。
点
け
ら
れ
た
狐
模
様
の
提
灯
は
可

愛
ら
し
く
も
ど
こ
か
妖
し
く
、
神
秘
的
だ
っ
た
。
こ
こ
で
見
物
客
が
ご
っ
た
返

し
、
我
々
の
列
が
二
つ
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
す
ぐ
に
合
流
を
果
た

し
、
円
山
公
園
内
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
も
堪
能
し
て
帰
着
し
た
。
残
念
な
が
ら
、

桜
は
ま
だ
咲
い
て
い
な
か
っ
た
。
二
時
間
強
の
散
策
と
な
っ
た
が
、
季
節
柄
の

寒
さ
も
あ
り
、
ま
た
実
施
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
も
う
少
し
東
山
に
近
い
宿
に
で

き
る
と
よ
り
良
い
と
思
う
。

（
二
）
二
日
目

（
二
―
一
）
清
水
寺

　

朝
食
を
と
り
、
宿
を
出
発
。
森
鷗
外
の
『
高
瀬
舟
』
の
舞
台
で
あ
る
高
瀬
川

や
、
文
学
作
品
ゆ
か
り
で
は
な
い
が
池
田
屋
の
跡
な
ど
を
一
巡
り
し
て
、
今
度

は
朝
の
清
水
寺
へ
向
か
う
。
花
灯
路
期
間
中
は
夜
間
拝
観
も
し
て
い
る
が
、
混

雑
回
避
の
た
め
昨
夜
は
中
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

　

平
安
時
代
に
は
、
こ
の
清
水
寺
、
近
江
の
石
山
寺
・
三
井
寺
、
大
和
の
長
谷

寺
の
観
音
へ
の
信
仰
が
厚
か
っ
た
。
清
水
寺
の
南
か
ら
今
熊
野
に
至
る
丘
陵
地

一
帯
「
鳥
辺
野
」
は
平
安
時
代
か
ら
の
葬
送
の
地
で
あ
り
、
物
語
に
も
描
か
れ

て
い
る
。

　

道
中
、
祇
園
の
あ
た
り
で
生
徒
の
一
人
が
体
調
不
良
を
訴
え
た
。
も
う
一
人

の
教
諭
が
他
の
生
徒
を
連
れ
清
水
寺
の
見
学
へ
向
か
い
、
私
と
そ
の
生
徒
で
祇

園
に
留
ま
っ
た
。
宿
ま
で
戻
る
に
は
距
離
が
あ
り
、
ま
だ
店
も
開
い
て
い
な
い

時
間
帯
で
、
し
ば
ら
く
近
く
の
バ
ス
停
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
も
ら
っ
た
。
し
か

図2
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し
頻
繁
に
人
も
バ
ス
も
や
っ
て
く
る
し
、
お
手
洗
い
な
ど
も
な
い
た
め
、
少
し

動
け
る
よ
う
に
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
八
坂
神
社
奥
の
円
山
公
園
に
移
動
し
て

休
ん
だ
。

　

幸
い
生
徒
の
体
調
に
回
復
が
見
ら
れ
、
他
の
メ
ン
バ
ー
と
地
下
鉄
の
駅
で
合

流
し
た
。

（
二
―
二
）
嵐
山

　

地
下
鉄
か
ら
、
緑
の
可
愛
ら
し
い
嵐
電
に
乗
り
か
え
て
嵐
山
へ
。
昼
食
の
予

約
時
間
よ
り
早
く
着
い
た
の
で
、
予
定
で
は
眺
め
る
だ
け
だ
っ
た
渡
月
橋
を
渡

っ
た
。
急
な
変
更
で
「
川
向
う
の
あ
の
山
が
百
人
一
首
で
有
名
な
小
倉
山
だ
」

と
い
う
こ
と
く
ら
い
し
か
語
れ
ず
、
盛
り
上
が
り
に
欠
け
る
間
の
抜
け
た
時
の

過
ご
し
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
猛
省
し
て
い
る
。

（
二
―
三
）
嵯
峨
野
散
策

　

昼
食
後
、
嵯
峨
野
を
散
策
し
た
。
竹
林
に
「
い
か
に
も
」
な
京
都
ら
し
さ
を

感
じ
、
生
徒
の
気
持
ち
は
盛
り
上
が
っ
た
。

　

見
学
地
は
、
野
宮
神
社
、
落
柿
舎
、
祇
王
寺
、
清
凉
寺
の
四
か
所
だ
が
、
離

れ
て
位
置
し
て
お
り
坂
も
続
く
た
め
、
時
間
と
、
生
徒
た
ち
の
体
力
が
心
配
さ

れ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
見
学
地
の
紹
介
は
、
口
絵
３
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

今
回
、
生
徒
た
ち
の
し
お
り
に
こ
の
よ
う
な
見
学
地
紹
介
の
ペ
ー
ジ
を
作
っ

た
。
事
前
学
習
の
時
間
が
あ
ま
り
取
れ
な
い
た
め
で
あ
り
、
ま
た
研
修
後
に
振

り
返
り
改
め
て
ゆ
か
り
の
文
学
を
手
に
取
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
た
た
め
で
あ

る
。
見
学
に
つ
な
が
る
よ
う
、
あ
え
て
中
心
的
建
物
の
写
真
を
使
わ
な
い
と
こ

ろ
や
、
問
い
か
け
の
み
で
全
て
を
書
か
な
い
部
分
も
作
る
よ
う
意
識
し
た
。

　

落
柿
舎
で
は
、
受
付
で
高
校
生
の
行
事
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
、
不
意
な

来
訪
に
も
関
わ
ら
ず
案
内
を
し
て
下
さ
っ
た
。
授
業
で
は
一
切
俳
句
に
触
れ
て

い
な
い
生
徒
た
ち
に
ど
れ
だ
け
興
味
を
持
た
せ
ら
れ
る
か
不
安
だ
っ
た
の
で
大

変
助
か
っ
た
。
京
都
な
ま
り
の
温
か
な
調
子
で
語
ら
れ
る
お
話
に
、
向
井
去
来

と
い
う
人
物
が
実
際
に
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
生
き
て
い
た
、
愛
さ
れ
る
「
人
」

だ
っ
た
の
だ
と
実
感
さ
せ
て
も
ら
え
た
。
テ
レ
ビ
番
組
で
人
気
の
「
豆
介
」
の

撮
影
に
も
使
わ
れ
た
場
所
と
い
う
こ
と
を
伺
っ
て
楽
し
げ
に
鹿
お
ど
し
の
写
真

を
撮
る
生
徒
も
多
か
っ
た
が
、
そ
の
後
で
同
じ
く
ら
い
興
味
深
げ
に
小
さ
な
草

庵
内
を
の
ぞ
き
込
む
姿
に
感
心
し
た
。

　

祇
王
寺
も
小
さ
な
お
寺
だ
。
た
だ
一
周
歩
く
だ
け
な
ら
三
分
か
か
ら
な
い
だ

ろ
う
。
苔
む
し
た
庭
、
小
さ
な
仏
間
、
吉
野
窓
と
い
う
大
き
な
窓
か
ら
差
す
光

の
美
し
さ
。
現
代
の
美
し
い
も
の
を
沢
山
見
聞
き
し
て
い
る
高
校
生
に
は
、
物

足
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
思
っ
て
、
こ
こ
は
特
に
『
平
家
物
語
』
に
伝

わ
る
悲
恋
の
お
話
を
情
感
籠
め
て
語
っ
て
か
ら
中
に
入
っ
た
。
嵯
峨
野
の
大
分

奥
に
あ
た
る
場
所
で
観
光
客
も
多
く
な
い
の
で
、
立
ち
止
ま
っ
て
ゆ
っ
く
り
時

間
を
取
れ
た
の
が
よ
か
っ
た
。
女
子
の
多
い
今
回
の
メ
ン
バ
ー
は
、
祇
王
に
大

い
に
感
情
移
入
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　

清
凉
寺
は
源
融
ゆ
か
り
の
寺
。
昨
日
も
出
て
き
た
名
に
、「
あ
あ
、
あ
の
人
」

と
い
う
顔
を
し
て
く
れ
た
生
徒
も
い
た
。

　

か
な
り
慌
た
だ
し
く
は
あ
っ
た
が
、
心
配
さ
れ
て
い
た
時
間
も
体
調
も
問
題

な
く
、
嵯
峨
野
を
後
に
し
た
。
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（
二
―
四
）
龍
安
寺

　

嵯
峨
野
の
移
動
で
の
疲
れ
も
あ
っ
た
の
か
、
石
庭
を
前
に
か
な
り
ゆ
っ
た
り

と
眺
め
て
い
た
。
予
定
よ
り
早
く
到
着
し
滞
在
時
間
を
伸
ば
し
た
が
、
忙
し
か

っ
た
嵯
峨
野
に
対
し
て
少
し
時
間
を
余
ら
せ
て
い
た
様
子
も
見
ら
れ
た
。
常
に

密
な
行
程
で
も
無
理
が
あ
ろ
う
が
、
今
後
の
時
間
配
分
を
考
え
る
参
考
に
し
た

い
。

（
二
―
五
）
仁
和
寺
御
室
会
館
　
宿
坊

　

今
回
の
目
玉
の
一
つ
が
こ
の
宿
坊
で
の
宿
泊
だ
。
私
の
個
人
的
な
想
像
と
は

全
く
異
な
り
、
広
々
と
し
て
大
変
き
れ
い
な
、
居
心
地
の
良
い
と
こ
ろ
だ
っ

た
。

　

夕
食
は
精
進
料
理
（
図
３
）。
終
了
後
の
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
と
て
も

よ
い
体
験
だ
っ
た
」「
も
っ
と
素

っ
気
な
い
も
の
を
想
像
し
て
い
た

が
、
味
付
け
や
素
材
の
良
さ
が
よ

く
分
か
る
も
の
だ
っ
た
」「
良
さ

が
あ
ま
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
美
味
し
か
っ
た
。
初
め
て
見

る
料
理
ば
か
り
で
楽
し
か
っ
た
」

な
ど
の
感
想
が
出
た
。

（
二
―
六
）
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

　

二
十
時
三
十
分
か
ら
は
全
員
で

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
中
で
気
に
入
っ
た
場
所
、
魅
力
的
だ

っ
た
場
所
に
つ
い
て
、
感
じ
た
（
主
観
的
）
こ
と
と
、
考
え
た
（
客
観
的
）
こ

と
を
、
一
人
一
人
全
員
の
前
で
発
表
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
そ
こ
で
意
外
だ
っ

た
の
は
、
気
に
入
っ
た
場
所
に
落
柿
舎
や
祇
王
寺
な
ど
の
嵯
峨
野
を
挙
げ
た
生

徒
が
半
数
近
く
い
た
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
日
に
行
っ
た
ば
か
り
だ
か
ら
と

い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、「
物
語
が
見
え
た
」
と
語
っ
た
生
徒
も
い
た
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
で
こ
の
研
修
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
せ
て
も
ら
え
た
。
後
の
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、「
皆
が
京
都
の
ど
ん
な
所
に
興
味
を
持
っ
て
見
て
い
た
か
を
知

る
こ
と
が
で
き
て
、
次
の
日
の
自
分
の
見
学
の
仕
方
が
変
わ
っ
た
」
と
い
う
意

見
も
あ
っ
た
。

　

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
後
半
は
、
私
が
講
義
を
行
っ
た
。
明
日
の
京
都
御
所
見
学

に
向
け
、
紫
宸
殿
と
清
涼
殿
の
概
説
で
あ
る
。
二
十
一
時
を
回
っ
て
い
た
が
、

生
徒
た
ち
は
必
死
に
つ
い
て
き
て
く
れ
た
。

　

読
経
の
声
が
静
か
に
響
く
中
、
夜
は
更
け
て
い
っ
た
。

（
三
）
三
日
目

（
三
―
一
）
仁
和
寺

　

最
終
日
の
朝
は
、
あ
い
に
く
の
雨
。
ひ
ど
く
寒
か
っ
た
。
六
時
十
五
分
に
集

合
し
て
世
界
遺
産
の
仁
和
寺
金
堂
で
の
お
勤
め
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
一
同
緊
張
の
面
持
ち
で
堂
内
に
座
り
、
一
人
ず
つ
焼
香
を

し
た
。
お
坊
様
方
が
唱
え
る
言
葉
の
中
に
は
、
宿
泊
し
た
我
々
「
國
學
院
高
等

学
校
」
の
名
も
読
み
込
ま
れ
て
い
た
。
お
勤
め
が
一
段
落
し
て
か
ら
法
話
を
頂

戴
し
た
。「
食
べ
物
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
そ
の
お
話
の
後
の

図3
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朝
食
は
、
何
と
な
く
神
妙
な
気
持
ち
で
い
た
だ
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　

朝
食
後
、
九
時
か
ら
仁
和
寺
内
を
見
学
。
後
の
行
程
を
考
え
る
と
、
早
め
に

見
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た
い
と
い
う
打
算
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
見
学
自

体
は
拝
観
時
間
内
で
と
決
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
ま
だ
他
の
拝
観
者
が
あ
ま
り

い
な
い
時
間
に
、
お
坊
様
に
案
内
し
て
も
ら
え
た
の
は
貴
重
で
あ
っ
た
。

（
三
―
二
）
金
閣
寺

　

三
十
分
ほ
ど
自
由
散
策
で
見
学
。
美
し
い
姿
は
語
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
。

や
は
り
人
が
多
く
、
ゆ
っ
く
り
と
解
説
す
る
こ
と
は
難
し
い
場
所
だ
っ
た
。

（
三
―
三
）
下
鴨
神
社
・
糺
の
森
・
河
合
神
社

　

も
と
も
と
境
内
を
通
り
過
ぎ
な
が
ら
駆
け
抜
け
る
よ
う
に
見
る
予
定
だ
っ
た

下
鴨
神
社
と
糺
の
森
は
、
到
着
が
遅
れ
た
こ
と
で
実
際
に
駆
け
て
い
く
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
河
合
神
社
は
小
さ
な
御
社
だ
が
、
生
徒
た
ち
も
知
っ
て
い

る
『
方
丈
記
』
ゆ
か
り
の
地
な
の
で
何
と
し
て
も
見
て
お
き
た
か
っ
た
。
短
時

間
の
滞
在
と
な
っ
た
が
、
記
憶
に
留
め
て
い
つ
か
ま
た
来
る
指
標
に
し
て
も
ら

い
た
い
。

　

昼
食
場
所
と
そ
の
後
の
御
所
が
移
動
し
づ
ら
い
位
置
関
係
の
た
め
、
少
し
で

も
早
く
着
こ
う
と
と
に
か
く
こ
こ
の
移
動
は
急
い
だ
。

（
三
―
四
）
懐
石
料
理

　

昼
食
は
聖
護
院
御
殿
荘
で
ミ
ニ
懐
石
料
理
を
い
た
だ
い
た
（
図
４
）。
ミ
ニ

と
言
う
の
が
は
ば
か
ら
れ
る
ほ
ど
、
テ
ー
ブ
ル
に
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
た
お
料

理
は
非
常
に
美
味
し
く
、
生
徒
た

ち
は
大
満
足
で
あ
っ
た
。
し
か
し

そ
の
分
、
時
間
の
た
め
に
食
べ
き

れ
な
か
っ
た
生
徒
は
と
て
も
残
念

そ
う
で
も
あ
っ
た
。

（
三
―
五
）
京
都
御
所

　

本
研
修
の
一
番
の
メ
イ
ン
と
銘

打
っ
て
い
た
の
が
御
所
見
学
だ
。

完
全
予
約
制
で
、
事
前
に
名
前
や

住
所
な
ど
を
届
け
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
他
の
見
学
地
よ
り
も
格
段
に
行
き
づ
ら
い
場
所
だ
。
こ
の
日
の
行
程
を
と

に
か
く
急
い
だ
の
は
、
十
三
時
三
十
分
か
ら
の
こ
の
御
所
見
学
に
間
に
合
わ
せ

る
た
め
で
あ
っ
た
。

　

ど
う
に
か
直
前
に
到
着
し
、
簡
単
な
説
明
を
受
け
て
か
ら
出
発
し
た
。
ガ
イ

ド
の
方
の
案
内
の
も
と
、
一
般
の
方
も
含
め
た
百
名
程
で
の
見
学
に
な
る
。
こ

こ
で
ち
ょ
う
ど
雨
が
小
雨
に
な
っ
た
。

　

前
夜
の
説
明
を
思
い
出
し
な
が
ら
見
た
と
い
う
声
も
聞
け
て
よ
か
っ
た
。
一

度
の
見
学
で
理
解
や
知
識
の
定
着
に
至
れ
た
生
徒
は
少
な
い
と
は
思
う
が
、
当

初
の
ね
ら
い
の
通
り
、
知
識
を
増
や
し
、
今
後
の
古
文
学
習
ま
た
古
文
読
解
に

役
立
て
て
ほ
し
い
。

図4
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（
三
―
六
）
廬
山
寺

　

最
後
に
訪
れ
た
廬
山
寺
は
、
紫
式
部
ゆ
か
り
の
邸
宅
あ
と
に
建
つ
お
寺
で
あ

る
。
御
所
か
ら
の
移
動
手
段
は
徒
歩
し
か
な
く
、
少
し
か
か
る
。

　

落
柿
舎
に
続
い
て
、
こ
ち
ら
で
も
ご
厚
意
で
ご
案
内
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
た
。
も
と
の
邸
宅
の
お
話
や
、
お
庭
に
毎
年
咲
く
お
花
の
お
話
。
私
も
知

ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
、
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
お
か
げ
で
最
後
の
見
学
地

と
し
て
大
変
す
ば
ら
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
初
日
に
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

で
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
い
た
こ
と
で
、
興
味
を
持
っ
て
見
学

で
き
た
と
日
誌
に
書
い
た
生
徒
も
い
た
。

四
、
終
わ
り
に

　

研
修
を
実
施
し
て
か
ら
一
年
も
経
た
ず
し
て
、
京
都
御
所
が
事
前
の
申
請
無

し
に
自
由
に
見
学
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
京
都
研
修
の
、
目
を
引
く
特
典
、

付
加
価
値
が
な
か
な
か
打
ち
出
し
に
く
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
困
難
を
感
じ
る
気

持
ち
を
拭
え
ぬ
ま
ま
に
、
他
の
様
々
な
方
面
で
の
力
も
足
り
ず
、
平
成
二
十
八

年
度
の
文
学
研
修
は
参
加
希
望
者
の
不
足
の
た
め
、
実
施
す
る
こ
と
が
か
な
わ

な
か
っ
た
。

　

客
観
的
に
見
て
、
こ
の
京
都
研
修
は
地
味
な
研
修
で
あ
る
と
思
う
。
お
土
産

や
甘
味
を
楽
し
め
る
時
間
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
大
き

く
特
集
さ
れ
る
場
所
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
は
京
都
の
必
定
だ
が
、
寺
社
仏

閣
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
そ
れ
で
も
参
加
生
徒
は
皆
、
主
体
的
に
見
学
を
し
て
い

た
。
生
徒
た
ち
に
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、

そ
し
て
ま
た
そ
の
気
持
ち
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
研
修
を
企
画
し
て

い
き
た
い
と
思
う
。
次
回
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ
た
事
前

学
習
も
含
め
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
中
で
あ
る
。

　

京
都
で
の
研
修
で
、
ね
ら
い
と
し
た
こ
と
が
本
当
に
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か

は
は
っ
き
り
確
か
め
ら
れ
な
い
が
、
一
年
経
っ
た
後
で
も
、「
文
学
研
修
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
言
っ
て
く
れ
た
生
徒
も
い
た
。
参
加
生
徒
の
中

に
、
そ
れ
ぞ
れ
形
は
違
っ
て
も
何
か
が
残
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
今
回
本
稿
を
書
き
、
生
徒
た
ち
の
思
い
に
も
も
う
一
度
触
れ
た
こ

と
で
、
次
回
の
文
学
研
修
の
成
功
を
誓
う
思
い
を
改
め
て
強
く
し
た
。


