
現
場
か
ら
の
報
告

公
立
中
学
校
の
現
場
か
ら坂

京

子

|二|

勤
務
校
は
下
町
の
公
立
中
学
校
で
あ
る
。
全
校
で
七
ク
ラ
ス
、
生
徒
数
二

百
三
十
名
余
の
小
規
模
校
で
あ
る
。
赴
任
し
て
四
年
、
授
業
は
導
入
段
階
が

勝
負
で
あ
る
と
い
う
成
事
}
年
々
強
く
し
て
い
る
。
そ
こ
で
生
徒
た
ち
の
興
味

を
引
き
出
せ
る
か
ど
う
か
が
そ
の
先
の
授
業
を
決
め
る
。

こ
こ
で
い
、
立
場
入
段
階
と
は
、

一
時
間

一
時
間
の
授
業
だ
け
で
な
く
、
教

科
書
の
教
材
に
入
る
た
め
の
準
備
段
階
の
こ
と
で
も
あ
る
。
魅
力
の
あ
る
作

品
は
そ
れ
自
体
を
子
ど
も
た
ち
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
が
百
矧
で
あ
り
、
重
要
で

も
あ
る
。
し
か
し
、
教
科
書
教
材
は
そ
う
い

っ
た
作
品
ば
か
り
で
は
な
く
、

概
ね
、
内
容
、
表
現
の
両
面
に
お
い
て
凱
易
度
が
高
い
。
こ
れ
ま
で
教
科
書

を
柱
に
年
間
の
授
業
を
組
み
立
て
て
き
た
が
、
こ
こ
数
年
、
子
ど
も
た
ち
の

世
界
と
教
科
書
の
世
界
と
が
話
離
し
て
い
る
現
状
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
し
た
が
っ
て
生
徒
主
体
の
授
業
に
す
る
た
め
に
は
自
主
教
材
や
補
助

教
材
を
工
夫
し
、
教
科
書
の
作
品
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
な
っ
て
い
る
原
因
は
何
か
。
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
も
大

き
い
の
は
訪
問
誕
の
問
題
で
は
な
い
か
と
悶
心
う
。
な
ぜ
な
ら
、
学
習
や
日
常
の

場
面
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
に
基
本
的
な
語
設
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
傾
向

が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
文
章
読
解
の
直
接
の
障

害
と
な
り
、
教
科
書
が
読
め
な
い
、
理
解
で
き
な
い
生
徒
の
増
加
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
中
学

一
年
生
で
も
「
あ
ら
す
じ
」
や
「
あ
ら
ま
し
」
と
い
う

言
葉
に
説
明
が
い
る
。
「
も
う
少
し
品
よ
く
言
っ

て
み
ょ
う
か
」
と
い
う
同

僚
の
芦
か
け
に

「先
生
、
品
っ
て
何
」
と
尋
ね
た
の
は
二
年
の
男
子
生
徒
:
・。

「
絡
」
「
機
微
」
「
わ
び
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
到
つ
て
は
中
学
三
年
生
と
い

え
ど
も
そ
の
世
界
を
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

子
ど
も
た
ち
の
誌
山
菜
の
不
足
は
、
基
本
的
な
諾
誌
の
未
{
喜
一冶
で
あ
り
、

一言
葉

の
理
解
を
支
え
る
生
活
経
験
や
言
語
経
験
の
貧
弱
さ
と
も
関
連
し
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
観
念
的
に
言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
と
も
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
や
や
も
す
る

と
辞
書
の
記
述
を
覚
え
た
り
、
別
の
言
葉
に
言
い
換
え
た
り
、
対
義
誌
や
類

義
語
聞
を
知
る
こ
と
で

一
つ
の
言
葉
を
理
解
し
た
と
満
足
し
て
し
ま
う
。

ジ
ョ
ン

・
レ
ノ
ン
は
円
本
語
を
覚
え
る
た
め
に
よ
く
デ
ッ
サ
ン
を
し
た
と

い
う
。
も
の
さ
び
し
い
風
景
の
中
に
、
笠
を
か
ぶ
り
若
物
を
着
た
男
の
人
が

一
人
で
歩
い
て
い
る
絵
。
片
附
に

「当国
立
与
己
と
い
う
メ
モ
が
あ
る
。
ジ

ョ
ン
・
レ
ノ
ン
は
「
わ
び
し
い
」
と
い
う
言
葉
の
世
界
を
迎
解
す
る
た
め
に
、

そ
の
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
情
景
を
デ
y
サ
ン
し
、
そ
の
世
界
を
追
体

験
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
わ
び
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
直
接

母
胆
語
に
訳
せ
な
い
た
め
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一言
葉
の
世

界
を
丹
念
に
採
っ
て
い
く
こ
の
営
み
は
、

言
語
経
験
が
不
足
し
て
い
る
現
代

の
子
ど
も
た
ち
に
も
必
要
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
授
業
の
中
で
し
ば
し
ば
行
う
の
が
イ
メ
|
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ジ
化
を
図
る
学
習
で
あ
る
。
新
し
く
出
会
っ
た
一言
葉
、
意
味
を
理
解
し
て
い

る
と
思
っ
て
い
る
言
葉
、
読
み
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
、
そ
れ
ぞ
れ
の

意
味
を
、
ま
ず
、
自
分
自
身
で
想
起
さ
せ
て
み
る
の
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
類

推
す
る
の
は
そ
の
後
で
も
よ
い
。
ま
ず
は
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
を
口
に
出
し
、

ノ
l
ト
に
書
い
て
み
る
、
友
達
同
士
で
話
し
て
み
る
。
そ
う
や
っ
て
言
葉
の

世
界
を
身
体
や
五
成
写
己
通
し
て
探
し
て
い
く
行
為
を
あ
え
て
取
り
入
れ
る
の

で
あ
る
。

三
年
生
の
古
典
の
授
業
で

「お
く
の
細
道
」
を
扱
っ
た
と
き
は
、
こ
の
学

習
が
導
入
段
階
の
中
心
と
な

っ
た
。
教
科
書
に
入
る
前
に

「旅
」
と

「旅

行
」
の
意
味
を
比
較
し
、
連
想
し
た
こ
と
や
気
づ
い
た
こ
と
を
ノ
l
卜
に
ま

と
め
る
学
習
で
あ
る
。

「控

と

「旅
行
」
は
全
く
違
う
と
思
う
。
旅
は
ぶ
ら
り
と
出
か
け

る
感
じ
で
、
旅
行
は
始
め
か
ら
計
画
を
立
て
て
い
く
。
そ
れ
に
失
敗

や
失
恋
を
し
た
ら
「
旅
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
う
け
ど
、

「旅
行
に
行
き
ま
す
」
と
は
言
わ
な
い
。
旅
の
場
合
、
出
か
け
て
し

ま
っ
た
ら
帰
っ
て
こ
な
い
と
い
、
ユ
桂
同
が
い
る
。
で
も
旅
行
は
二
人

や
そ
れ
以
上
の
人
数
で
わ
い
わ
い
言
い
な
が
ら
楽
し
く
行
く
感
じ
が

す
る
。

一
人
旅
、
団
体
旅
行
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
一

人
旅
は
昔
な
ら
歩
い

て
今
な
ら
自
転
車
か
な
ん
か
で
行
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
パ
ッ
ク
旅

行
や
団
体
旅
行
と
い
う
ふ
う
に
も
言
う
し
、
飛
行
機
や
新
幹
線
で
み

ん
な
で
行
く
の
が
旅
行
。
旅
は
北
の
方
へ

一
人
で
行
く
の
が
合
っ
て

い
る
。

こ
こ
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
語
感
や
用
法
、
意
味

の
違
い
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
ま
た
、
友
達
の
考
え
を
知
る
こ
と

で
イ
メ
ー
ジ
が
乏
し
か
っ
た
生
徒
に
も
言
葉
の
世
界
が
見
え
て
く
る
。
こ
の

段
階
で
は
、
平
易
で
自
明
な
「
旅
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
再
考
し
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

「お
く
の
ほ
そ
道
」
の
冒
頭
部
で
気
づ
か
せ
た
い
の
は
、
芭
蕉
の
考
え
る

「
旅
」
の
世
界
は
生
徒
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
世
界
と
重
な
る
部
分
だ

け
で
な
く
そ
れ
を
超
え
た
部
分
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
旅
自
体
を

人
生
の
目
的
と
考
え
て
い
る
こ
と
や
歌
枕
の
地
を
訪
ね
た
い
と
い
う
気
持
ち
、

な
み
な
み
な
ら
ぬ
旅
へ
の
決
意
等
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
の
思
い
を
じ

っ
く
り
と
味
あ
わ
せ
た
い
。
そ
こ
で
、
音
読
練
習
の
後
、
内
容
を
確
認
し
、

次
の
課
題
か
ら

一つ
を
選
択
し
、
絵
や
文
埠
に
す
る
学
習
を
計
画
し
た
。

O
芭
蕉
の

「産
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。「
旅
」
に
対
し
て
ど
ん
な

考
え
を
も
っ
て
い
る
の
か
。

O
芭
蕉
は

「お
く
の
細
道
」
の
旅
に
ど
ん
な
気
持
ち
で
出
か
け
た
の
か
。

こ
こ
で
生
徒
作
品
を
紹
介
す
る
余
絡
は
な
い
が
、
芭
蕉
が
旅
の
準
備
を
し

な
が
ら
松
島
の
月
を
思
い
描
い
て
い
る
場
面
や
俳
句
に
怖
か
れ
て
い
る
情
景

を
漫
画
に
し
た
も
の
、

「旅
と
は
人
生
で
あ
る
」
と
述
べ
、

冒
頭
部
の
現
代

語
訳
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
、
芭
蕉
が
語
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
で
複
雑

な
旅
へ
の
思
い
を
つ
づ
っ
た
も
の
等
、
子
と
も
た
ち
は
芭
蕉
の
「
産
へ
の

思
い
を
そ
れ
ぞ
れ
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

導
入
段
階
で
「
旅
」
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
す
る
学
習
は
決
し

て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
よ
う
に
回
心う
。
一

つ

の
言
葉
を
入
り
口
に
し
て
作
品
や
作
者
の
世
界
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
私
自
身
、
古
典
作
品
は
独
立
し
て
読
み
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味
わ
う
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
そ
こ
に
現
代
的
意
義
を
求
め
る
こ
と
に
は
慎

重
な
立
場
を
と
る
。
し
か
し
、
本
来
異
質
で
あ
る
作
品
の
世
界
に
子
と
も
た

ち
が
迫
っ
て
い
く
た
め
の
導
入
と
し
て
、
現
代
文
、
古
典
作
品
を
問
わ
ず
語

誌
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
硲
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
作
品
の
読
み
に
関
わ
る
一言
葉
の
学
習
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
子
ど

も
た
ち
の
言
葉
の
世
界
を
豊
か
に
し
て
い
く
と
回
心
う
。

こ
れ
ま
で
、
基
本
的
な
語
誕
の
習
得
は
、
文
学
作
品
に
心
情
移
入
す
る
感

性
や
心
の
壌
と
と
も
に
、
生
徒
一
人
一
人
の
読
書
経
験
や
生
活
経
験
を
通
し

て
自
然
に
培
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
に
そ
の

経
験
自
体
が
決
定
的
に
不
足
す
る
中
、
意
図
的
か
つ
体
験
的
に
言
葉
の
世
界

を
耕
し
て
い
く
試
み
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
学
習
が
礎
と
な
り
、
読

む
こ
と
が
楽
し
い
と
感
じ
る
子
ど
も
た
ち
が
育
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

(荒
川
区
立
第
四
中
学
校
/
早
稲
田
大
堂
夫
学
院
教
育
学
研
究
科
在
)

古
典
教
育
の
現
場
か
ら

亡H
三巴

正

秀

月

昨
年
四
月
か
ら
明
大
中
野
高
校
に
縁
あ
っ
て
勤
務
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
ま
で
教
職
の
経
験
が
少
な
い
私
に
と
っ
て
無
我
夢
中
で

一
年
近

く
を
通
り
抜
け
で
き
た
気
が
す
る
。
現
在
も
恥
を
か
く
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。

他
の
高
校
で
も
同
じ
だ
と
は
思
う
が
、
漢
文
の
授
業
は
週
一
時
間
で
あ
り
、

授
業
を
つ
な
げ
て
い
く
の
に
都
合
が
悪
い
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
途
中
で

祝
日
や
行
事
が
あ
る
と
ま
る
ま
る
二
週
間
空
い
て
し
ま
い
、
中
間
テ
ス
ト
と

期
末
テ
ス
ト
の
問
に
授
業
が
三
時
間
し
か
と
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
長
い
散

文
で
あ
る
場
合
は
、
ど
う
し
て
も
何
回
か
に
渡
っ
て
授
業
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
前
回
の
授
業
の
続
き
を
行
う
の
に
間
が
空
き
過
ぎ
る
と
、
前
回
の
授

業
で
何
を
や
っ
た
の
か
忘
れ
て
し
ま
う
生
徒
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
私
は

理
系
ク
ラ
ス
の
授
業
も
受
け
持
っ
て
い
る
が
、
真
面
目
に
取
り
組
む
生
徒
も

多
い
も
の
の
、
理
系
だ
か
ら
漢
文
は
必
要
な
い
と
思
っ
て
い
た
り
、
漢
文
が

好
き
で
は
な
い
生
徒
も
い
る
。
あ
る
と
き
「
漢
文
は
何
の
た
め
に
や
る
ん
で

す
か
」
と
聞
か
れ
戸
惑
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

自
分
で
考
え
た
り
、
人
に
聞
い
た
り
も
し
た
。
今
で
は
、
「
高
校
卒
業
し
て

し
ま
っ
た
ら
、
も
う
二
度
と
漢
文
を
読
む
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
将
来
読
み
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
の
た
め
に
読
み
方

を
勉
強
し
な
さ
い
」
と
答
え
る
よ
う
に
は
し
て
い
る
。
卒
業
後
二
度
と
漢
文

を
読
む
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
一言
う
と
姿
勢
を
た
だ
し
て
授
業
を

聞
き
出
す
生
徒
も
い
る
。
漢
文
だ
け
に
限
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
動
機
付
け
を

す
る
の
は
大
切
だ
と
改
め
て
感
じ
て
い
る
。
古
典
を
勉
強
す
る
事
で
、
古
人

の
書
い
た
物
を
読
む
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら
の
持
つ
世
界
が
広
が

っ
て
い
く
と
い
う
の
は
た
し
か
に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
が
、
古
典
を
読
ん
で

面
白
い
、

納
得
だ
、
い
や
そ
う
は
思
わ
な
い
と
回
仙
え
る
よ
う
な
経
験
を
ま
ず

は
さ
せ
た
い
と
は
思
う
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
授
業
は
な
か
な
か
で
き
ず
、

自
分
の
指
導
力
の
無
さ
を
痛
感
し
て
い
る
毎
日
で
あ
る
。

現
在
私
は
、
高
校
二
年
生
週
一
時
間
の
漢
文
の
授
業
を
文
系
理
系
合
わ
せ

て
五
ク
ラ
ス
受
け
持
っ
て
い
る
。

一
月
現
在
や
っ
て
い
る
の
は
、
『
史
訂
正

の
「
鴻
門
之
会
」
で
あ
る
。
ど
の
授
業
で
も
始
め
に
、
い
つ
も
今
日
の
範
囲



を
最
低

一
回
は
音
読
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
自
分
が
始
め
に
読
み
、
区
切

り
の
良
い
句
読
点
ま
で
読
み
、
そ
の
部
分
を
生
徒
が
全
員
で
繰
り
返
す
。
漢

文
特
有
の
リ
ズ
ム
や
訓
点
の
読
み
方
に
慣
れ
る
た
め
に
や
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
訓
読
を
熱
心
に
や
る
ク
ラ
ス
も
多
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
文
系
理

系
の
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
一

人
、
ま
た
は
数
人
の
生
徒
が
声
を
張

り
上
げ
て
皆
を
引
っ
張
っ

て
読
ん
で
い
く
場
合
や
、
声
を
出
し
て
い
る
の
が

数
人
の
場
合
も
あ
る
。
声
を
出
し
て
い
る
生
徒
は
、
若
さ
ゆ
え
に
も
て
あ
ま

し
た
力
を
声
に
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
発
散
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
し
、

漢
文
独
特
の
読
み
方
に
面
白
さ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
高
校
生
に

な
っ
て
音
読
す
る
の
は
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
る
生
徒
も
多
い
と
は
思
う
が
、

こ
の
音
読
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
自
分
が
率
先
し
て
声
を
大
き
く
し
て
読
み
、

多
く
の
生
徒
が
声
を
出
し
て
読
む
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
習
慣
つ
け
て
い

き
た
い
と
現
在
は
思
っ
て
い
る
。
漢
文
訓
読
と
い
う
独
特
の
リ
ズ
ム
を
楽
し

ん
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
日
本
が
生
み
出
し
た
文
化
の

一
つ
を
学
ぶ

こ
と
に
な
る
と
思
う
。

話
は
そ
れ
る
が
冬
休
み
の
時
期
、
野
球
部
で
は
練
習
試
合
が
三
月
中
旬
ま

で
で
き
な
い
。
こ
の
期
間
は
基
礎
体
力
を
つ
け
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
ん
な
会
話
を
し
て

い
る
の
が
耳
に
入

っ
た
。
「
こ
れ
を

一
分
三
十
秒
や
る
と
腰
が
痛
く
な
る

よ
。」
と
あ
る
生
徒
が
言
、
っ
と
、
も
う

一
人
が

「お
ま
え
、
ズ
ル
す
ん
じ

ゃ

ね
え
よ
。
お
も
い
っ
き
り
や
れ

1
」
そ
れ
に
対
し
て
「
過
猶
不
及
だ
ろ
」
と

答
え
て
い
た
。
「
過
猶
不
及
」

は
二
学
期
末
に
授
業
で
取
り
上
げ
た

豆
一州

諸
問』
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。
意
外
な
と
こ
ろ
で
漢
文
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に

笑
わ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
授
業
で
習
っ
た
こ
と
に
対
し
て
使
う

場
所
を
自
ら
見
つ
け
出
し
て
い
る
こ
と
に
彼
ら
の
意
欲
的
な
部
分
を
見
た
気

が
し
た
。『
論
語
』
な
ど
は
非
常
に
短
い
文
章
で
あ
り
、
補
っ
て
解
釈
し
な

い
と
意
味
が
解
り
辛
い
も
の
で
あ
る
が
、
生
徒
は
意
味
が
明
快
に
な
れ
ば
、

そ
の
教
訓
性
に
対
し
て
共
感
、
ま
た
は
反
感
を
自
分
な
り
に
持
つ
こ
と
が
で

き、

言
葉
自
体
が
活
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら

れ
た
。
こ
れ
が
た

つ
た

一
人
の
生
徒
の
姿
で
あ
っ
て
も
、
漢
文
の
授
業
を
行

っ
て
そ
れ
に
対
す
る
反
応
が
現
れ
た
こ
と
は
、
自
分
が
授
業
を
行
っ
た
-証
拠

を
残
す
こ
と
が
で
き
た
気
が
し
た
。
「
何
の
た
め
に
漢
文
を
勉
強
す
る
の

か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
も
、
勉
強
し
て
得
た
も
の
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し

て
い
く
か
も
考
え
て
ご
ら
ん
と
い
う
助
言
も
今
度
は
加
え
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
訓
読
を
面
白
が
っ
た
り
、

『論一古川
』
の
一
節
を
会
話
に
使

っ
て
い
る
生
徒
達
を
見
て
い
る
と
、
彼
ら
は
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
を
楽
し
ん

で
使
っ
て
み
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
に
い

ま
さ
ら
気
付
い
た
。
そ
し
て
、
古
典
を
教
え
て
い
る
者
と
し
て
、
自
分
自
身

が
古
典
を
教
え
る
た
め
の
知
識
だ
け
に
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
反
省
し
て

い
る
。
古
典
を
死
語
と
し
て
し
ま
わ
ず
に
、
実
生
活
に
お
い
て
少
し
で
も
用

い
る
方
法
を
具
体
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
「
漢
文
は
何
の
た
め
に
や
る

ん
で
す
か
」
こ
れ
は
自
分
自
身
に
対
す
る
問
い
か
け
で
も
あ
る
。

(明
治
大
学
附
属
中
野
高
等
学
校
)
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二
0
0
0
年
三
月
に
整
同
学
研
究
科
の
修
士
課
程
を
修
了
し
、
同
年
四
月

か
ら
現
在
の
勤
務
校
に
勤
務
し
て
い
る
。
中
三
の
学
年
付
と
し
て
、
中
三
と

高
三
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
。

勤
務
校
は
中
高
一
貫
校
に
な
っ
て
五
年
目
で
あ
り
、
中
一
か
ら
高
二
が
共

学
、
高
三
は
女
子
校
と
な
っ
て
い
る
。
中
学
校
が
開
校
さ
れ
て
か
ら
入
学
し

て
く
る
生
徒
は
、
小
学
校
の
時
に
有
名
進
学
塾
に
通
い
、
受
験
を
勝
ち
抜
い

て
き
た
生
徒
ば
か
り
で
あ
る
。
私
が
担
当
し
て
い
る
中
三
も
、
そ
の
よ
う
な

生
徒
が
多
い
。
そ
こ
で

『現
場
か
ら
の
報
告
』
と
し
て
、
中
一一一
の
授
業
を
通

し
て
の
生
徒
の
現
状
、
私
の
考
え
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

勤
務
校
で
は
中
学
校
の
国
語
の
授
業
は
、
文
学
(
主
に
現
代
文
の
分
野
を

扱
う
)
と
表
現
(
主
に
古
典
の
分
野
を
扱
う
)
の
二
科
目
に
分
か
れ
て
い
る
。

単
位
数
は
そ
れ
ぞ
れ
三
単
位
ず
つ
で
あ
る
。

文
学
で
は
、

小
説
、
随
筆
、
論
説
、
詩
な
ど
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
文
章
の
ほ
と
ん
ど
を
授
業
で
扱
っ
て
い
る
。
私
の
方
が
、
こ
ん
な
に
た
く

さ
ん
読
ん
で
大
丈
夫
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
心
配
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、

生
徒
の
読
解
力
は
全
般
的
に
良
い
。
こ
の
状
況
の
中
で
、
い
く
つ
か
気
に
な

る
点
を
挙
げ
て
い
く
。

ま
ず

一
点
目
は
、
出
川
直
樹
の
「
壷
」
(
東
京
書
籍

『新
編
新
し
い
国
語

3
」
所
収
)
と
い
う
教
材
を
扱
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
授
業
の
ま
と
め
の

段
階
で
、
課
題
の
た
す
け
に
も
出
て
い
る
が
、
「
「
査
』
と
『
公
園
」
と
を
ど

の
よ
う
に
関
連
さ
せ
て
い
る
か
、
を
自
分
の
言
葉
で
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
み

よ
う
と
い
う
課
題
を
出
し
た
。
い
き
な
り
で
は
難
し
い
と
思
い
、

事
前
に

「
壷
」
と
「
公
園
」
と
が
、
「中
が
無
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
用
を
な
し
て
い

る
」
と
い
う
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
維
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
そ
れ

を
踏
ま
え
て
笹
玄
告
の
主
張
を
ま
と
め
て
ほ
し
い
と
い
、
?
意
図
が
あ
っ
た
。
前

述
し
た
よ
う
に
読
解
力
は
全
般
的
に
良
い
の
で
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
が
、
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
授
業
を

行
っ
て
き
て
、
こ
の
問
題
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
こ
と
は
発
問
し
て
き
た
し
、
事

前
に
確
認
作
業
ま
で
行
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
あ
ま
り
で
き
て
い
な
い

の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
こ
の
時
、
「
生
徒
は
筆
者
の
主
張
な
ど
を
自
分
の
言

葉
で
ま
と
め
る
こ
と
を
苦
手
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
た
。

二
点
目
は
、
生
徒
は
非
常
に
点
数
に
敏
感
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
十
四
、
五
歳
と
い
う
年
代
を
考
え
る
と
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
が
、
例
え
ば
私
が

「『漢
字
テ
ス
ト
」
を
し
ま
す
」
と
一言
、っと、

異
常
な

ま
で
の
緊
張
感
に
包
ま
れ
て
テ
ス
ト
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
き
具
合

は
個
々
に
差
は
あ
る
が
、
テ
ス
ト
の
点
数
を
気
に
し
、
友
人
同
士
見
せ
合
い
、

一
喜

一
憂
し
て
い
る
姿
は
、
赴
任
当
初
の
私
に
は
非
常
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。

私
は
常
に
間
違
い
が
多
か
っ
た
漢
字
を
板
書
し
、
注
意
点
を
明
示
し
、
生
徒

が
訂
正
し
た
漢
字
テ
ス
ト
を
回
収
し
、
し
っ
か
り
訂
正
で
き
て
い
る
か
ど
う

か
を
硫
認
し
て
返
却
し
て
い
る
。
生
徒
が
点
数
に
敏
感
な
の
は
あ
る
程
度
は

良
い
と
思
う
が
、
点
数
だ
け
し
か
興
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
自
分
の

間
違
い
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
し
ま
う
悪
い
癖
が
つ
い
て
し
ま
う
。

三
点
目
は
、
文
学
の
必
要
性
を
生
徒
が
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

101 



私
は
剣
道
部
の
顧
問
を
し
て
お
り
、
部
活
動
が
終
わ
っ
た
後
、
文
学
の
授
業

を
伊
豆
コ
し
て
い
る
ク
ラ
ス
の
部
員
と
話
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
生
徒

は
、
「
文
学
で
習
っ
て
い
る
現
代
文
を
読
む
こ
と
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
必
要
で

す
よ
ね
」
と
い
、
?
王
旨
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。
私
は
お
そ
ら
く
他
の
生
徒

も
そ
う
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
。
生
徒
は
興
味
か
ら
と
い
う
よ
り

は
む
し
ろ
半
ば
必
要
に
迫
ら
れ
て
で
あ
る
が
、
文
学
(
現
代
文
)
を
学
習
す

る
意
義
を
少
し
は
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
全
般
的
に
良
い

読
解
力
に
結
び
付
く
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
高
三
の
授
業
を
行

っ
て
い
て
、
私
は
ふ
と

「
な
ぜ
現
代
文
を
学
ぶ
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
時
が

あ
っ
た
。
「
誰
も
が
な
ん
と
な
く
思
っ
て
い
る
こ
と
や
、
誰
も
が
ほ
と
ん
ど

思
い
つ
か
な
い
こ
と
を
的
確
な
言
葉
で
述
べ
る
。」
私
は
そ
れ
が
現
代
文
の

魅
力
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
中
三
の
生

徒
に
は
、
こ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
な
い
が
、
い
つ
か
機
会
を
見
て
伝
え
た
い

と
考
え
て
い
る
。

次
に
表
現
で
あ
る
が
、
主
に
古
典
を
扱
っ
て
い
る
こ
ち
ら
の
授
業
の
理
解

力
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
古
文
に
限
定
し

て
以
下
に
気
に
な
る
点
を
挙
げ
て
い
く
。

ま
ず

て白
…
目
は
、
古
文
特
有
の
言
い
回
し
に
抵
抗
成
苧
』
持
っ
て
い
る
生
徒

が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

「古
今
和
歌
集
』
の
藤
原
敏
行
の
和

歌
で
、
「
秋
き
ぬ
と
自
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か

れ
ぬ
る
」

(同
教
科
書
所
収
)
を
授
業
で
扱
っ
た
と
こ
ろ
、
第
二
句
を

「メ

ニ
ワ
サ
ヤ
カ
-
こ
で
は
な
く
、
「
メ
ニ
ハ
サ
ヤ
カ
ニ
」
と
読
ん
で
し
ま
う
生

体
内
か
い
た
。
判
事
乞
し
、
精
読
を
し
た
後
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の

で
、
私
は
少
し
が
っ
か
り
し
た
。
と
同
時
に
、
言
葉
を
正
純
に
読
む
こ
と
の

難
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

二
点
目
は
、
言
葉
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
力
が
不
足
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一

点
目
の
時
と
同
じ
く
和
歌
を
例
に
と
る
と
、

『万
葉
集
」
の
防
人
歌
で
、
「
斡
衣
裾
に
取
り
つ
き
泣
く
子
ら
を
置
き
て
そ
来

ぬ
や
母
な
し
に
し
て
」
(
同
教
科
書
所
収
)
を
授
業
で
扱
っ
た
時
に
、
「
母
な

し
に
し
て
」
と
い
う
状
況
で
「
置
き
て
そ
来
ぬ
や
」
と
思
っ
て
い
る
和
歌
の

詠
み
手
の
心
情
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
内
容
の
発
問
を
し
た
。
私

は
こ
の
和
歌
の
詠
み
手
の
置
か
れ
た
状
況
を
想
像
す
れ
ば
、
答
え
は
出
て
く

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
生
徒
か
ら
は
な
か
な
か
答
え
は
出
て

こ
な
か
っ
た
。
三
十
一
文
字
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
詠
ま
れ
た

和
歌
の
世
界
を
、
頭
の
中
で
あ
れ
こ
れ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
私
は
「
子
を
悶
仙
う
貌
の
気
持
ち
」
を
語
っ
て
い
る
散
文
な
ら
ば
、
生
徒

は
考
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、

『平
家
物
一詩
』
の
「
知
章
最
期
」
の
現

代
語
訳
を
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
り
、
考
え
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、
生
徒
に

と
っ
て
は
単
な
る
昔
の
こ
と
に
過
さ
ず
、
興
味
が
持
て
な
い
と
い
っ
た
様
子

だ
っ
た
。

三
点
目
は
、
「
な
ぜ
古
文
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
質

問
を
、
生
徒
が
授
業
中
に
ぶ
つ
け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は
す
か
さ
ず

「日
本
人
の
祖
先
が
何
を
ど
う
感
じ
、
考
え
て
き
た
の
か
を
知
る
た
め
に
学

ぶ
の
だ
」
と
答
え
た
。
さ
ら
に
、
「
国
際
化
の
進
む
世
の
中
で
、
日
本
人
と

し
て
足
元
を
固
め
る
た
め
に
学
ぶ
の
だ
」
と
付
け
加
え
た
。
私
は
、
こ
の
よ

う
に
学
生
時
代
に
習
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
谷
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ

た
が
、
こ
れ
で
十
分
答
え
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
生
徒

は
「
昔
の
こ
と
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い
。
今
必
要
な
現
代

LXHん
け
学
べ
ば
い
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ぃ
。」
と
言
っ
て
い
た
。
私
は
中
世
の
軍
記
物
語
を
専
攻
し
て
い
た
の
で
、

古
文
を
読
む
意
義
を
知
っ
て
い
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
私

は
、
自
分
が
学
生
時
代
に
専
攻
し
て
い
た

『王
家
物
語
』
や

『保
元
物
語
」

に
つ
い
て
、
生
徒
が
分
か
り
ゃ
す
い
よ
う
に
工
夫
し
て
話
を
し
た
。『
平
家

物
語
』
が
な
ぜ
何
種
類
も
存
在
す
る
の
か
、
と
い

っ
た
よ
う
な
こ
と
か
ら
話

を
し
た
。
興
味
な
さ
そ
う
に
し
て
い
た
生
徒
も
い
た
が
、
多
く
の
生
徒
は
よ

く
聞
い
て
い
た
。
こ
、
?
す
る
こ
と
で
生
徒
は
、
古
文
に
対
し
て
少
し
で
は
あ

る
が
、
学
ん
で
み
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
た
と
感
じ
て
い
る
。

文
学

・
表
現
と
い
う
こ
科
目
の
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
の
現
状
と
私
の
考

え
を
述
べ
て
き
た
。
ま
ず
は
生
徒
に
不
足
し
て
い
る
力
は
、
文
学
で
は
自
分

の
言
葉
で
表
現
す
る
力
で
あ
り
、
表
現
で
は
古
文
の
世
界
を
想
像
す
る
力
で

あ
る
と
考
え
る
。
次
に
こ
の
現
状
を
踏
ま
え
て
私
が
行
う
べ
き
こ
と
は
、

「な
ぜ
古
文
を
、
そ
し
て
国
認
を
学
ぶ
の
か
」
と
い
う
大
き
な
問
題
に
対
す

る
答
え
を
し
っ
か
り
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
機
会
を
見
て
生

徒
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
え
る
際
に
は
本
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
私
自
身
の
言
葉
で
伝
え
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

一
方
で
、
こ
う
い

っ
た
理
論
的
な
こ
と
に
加
え
、
感

動
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
文
学
作
品
の
場
合
は
、

無
条
件
に

「こ
こ
に
感
動
し
た
」
と
思
え
る
ポ
イ
ン
ト
を
持
ち
た
い
と
考
え

て
い
る
。

最
近
「
学
力
低
下
」
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

『現
場
か
ら
の
報
告
」
と

い
う
と
、
つ
い
現
状
を
憂
う
こ
と
へ
傾
き
が
ち
で
あ
る
。
文
学
の
こ
と
に
つ

い
て
述
べ
た
時
に
も
触
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
勤
務
校
の
私
の
受
け
持
つ
中

三
の
生
徒
の
現
代
文
の
読
解
力
は
、
そ
れ
ほ
ど
憂
う
べ
き
状
況
に
あ
る
と
は

思
え
な
い
。
こ
の
読
解
力
は
、
今
季
」
も
向
上
し
て
い
く
よ
う
に
努
力
す
る

の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
述
し
た
通
り
古
文
に
関
し
て
は
苦
悩
す
る
日
々

が
こ
れ
か
ら
も
続
く
で
あ
ろ
う
。
私
は
現
状
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
て
、

ど
う
す
れ
ば
よ
り
よ
い
教
育
を
行
え
る
の
か
、
常
に

「考
え
る
」
と
い
う
こ

と
を
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
は
自
分
自
身
が
い
ろ
い
ろ
な
情
報
に
敏
感
に

な
り
、
総
合
的
な
国
語
の
力
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
と
も
が

ん
ば
っ
て
い
き
た
い
。

(
渋
谷
教
育
学
園
渋
谷
中
学
高
等
学
校
)

国
語
科
と
し
て
何
が
で
き
る
か
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郷
で
あ
る
北
海
道
で
高
校
の
教
壇
に
立
ち
、
九
ヶ
月
余
り
が
経
っ
た
。

工
業
高
校
の
、
し
か
も
定
時
制
と
い
う
、
自
分
の
育
っ
て
き
た
高
校
と
は
全

く
違
う
環
境
で
、
教
員
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
の

中
で
、

「教
師
に
な

っ
た
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
い
、
あ
あ
い
う
こ
と

を
し
た
い
」
と
い
う
希
望
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
全
日
制
の

「普

通
」
の
高
校
を
念
頭
に
置
い
て
の
希
望
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
。

授
業
を
は
じ
め
と
す
る
学
校
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
自
分
が
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
た
こ
と
が
、
当
り
前
で
は
な
い
こ
と
を
悉
く
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

小
規
模
の
高
校
の
た
め
、
国
語
科
教
員
は
私

一
人
で
あ
る
。
自
分
の
思
っ
た

こ
と
を
自
由
に
で
き
る
と
い
う
面
は
あ
る
が
、
教
科
の
先
輩
教
員
が
い
な
い



と
い
う
の
は
、
辛
い
こ
と
も
多
い
。
専
門
高
校
に
お
け
る
普
通
教
科
の
位
置

付
け
は
低
く
、
授
業
時
数
を
始
め
、
様
々
な
面
に
お
い
て
制
約
が
多
い
。
そ

の
日

一
日
を
ど
う
乗
り
切
る
か
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
毎
日
で
あ
る
が
、
本

稿
で
は
、
そ
う
い

っ
た
中
で
私
自
身
が
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
中
心

に
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
第

一
に
、
対
教
員
、
対
生
徒
聞
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ

る
が
、
生
徒
の
発
す
る
言
葉
が
、
他
人
の
立
場
を
顧
み
な
い
、
自
己
中
心
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
思
い
や
り
の
心
の
欠
如
、

と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
の
考
え
、
価
値
観
に
固
執
し

て
、
他
者
の
考
え
を
柔
軟
に
取
り
入
れ
、
受
容
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
絶
す

る
の
で
あ
る
。
私
は
現
在
生
徒
会
を
担
当
し
て
い
る
が
、
何
か
物
事
を
決
め

る
た
め
の
話
し
合
い
で
も
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
は
言
う
が
、

他
人
の
言

う
こ
と
に
耳
を
貸
さ
な
い
た
め
、
話
し
合
い
が
進
展
し
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
と
い
う
の
は
、
所
詮
他
人
の
こ
と
な
ど
完
全
に
は
わ
か
ら
な
い
の
か

も
知
れ
な
い
。
他
者
の
立
場
に
立
つ
、
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
結
局
自
分
自

身
の
価
値
観
に
よ
っ
て
他
者
の
立
場
を
思
い
や
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
者

と
全
く
立
場
に
立
つ
こ
と
な
ど
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
だ
か
ら
他
者
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
無
駄
だ
と
あ
き
ら
め
て
し
ま

う
の
で
は
な
く
、
例
え
自
分
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
で

想
像
力
を
可
能
な
限
り
働
か
せ
て
、
他
者
理
解
に
努
め
る
こ
と
が
、
人
間
生

活
に
お
い
て
肝
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
国
語
科
に
お
い
て

い
え
ば
、
小
説
の
登
場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
心
情
を
考
え
る
こ
と
が
、

他
者
理
解
の
視
点
を
養
う
一
つ
の
例
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
校
の
生
徒
は
、
小

学
校
の
段
階
で
つ
ま
づ
い
た
低
学
力
の
生
徒
が
多
く
、
教
科
書
教
材
が
な
か

な
か
使
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
小
説
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
も
決
し
て
容
易

で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
学
習
方
法
の
工
夫
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
困

難
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
他
者
理
解
の
視
点
を
養
う
こ
と
に
お
い
て
、

国
語
科
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
会
俊
ど

う
進
め
て
行
く
か
が
、
今
後
の
諜
題
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
低
学
力
の
生
徒
に
い
か
に
学
ぶ
意
欲
を
持
た
せ
る
か
に
つ
い
て
、

常
に
考
え
て
い
る
。
本
校
に
来
る
生
徒
は
、
公
立
、
私
立
と
も
、
ど
こ
の
全

日
制
高
校
に
も
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
不
本
意
入
学
の
生
徒
が

大
半
を
占
め
て
い
る
。
小
学
校
の
段
階
で
の
学
習
の
つ
ま
ず
き
を
、
ず
っ
と

引
き
ず
っ
た
ま
ま
、
入
学
し
て
く
る
。
勉
強
が
大
嫌
い
で
、
知
的
好
都
心
は

極
め
て
稀
薄
で
あ
る
。
教
科
書
教
材
に
は
基
本
的
に
興
味
を
一不
さ
な
い
。
私

は
状
況
に
応
じ
て
、
教
科
書
と
自
作
プ
リ
ン
ト
を
始
め
と
す
る
自
主
教
材
を

併
用
し
・
な
が
ら
授
業
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
私
は
教
科
書
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

私
の
高
校
時
代
と
比
べ
て
も
、
現
在
の
教
科
書
は
確
か
に
変
わ

っ
て
い
る

と
い
う
の
が
実
感
で
あ
る
。
教
材
に
し
て
も
、
私
た
ち
の
高
校
時
代
に
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
、
か
な
り
斬
新
な
も
の
が
選
定
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
田
ゃ
っ
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
、
名
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
、
学
術
的

に
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
教
材
と
し
て
選
定
さ
れ
る
と
い
う
、

従
来
の
概
念
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
禁
じ

得
な
い
。
加
熱
論
、
優
れ
た
言
語
文
化
を
次
の
世
代
へ
樽
本
す
る
と
い
う
重
要

な
役
割
を
、
国
語
科
は
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
名
作
と
呼
ば
れ
る
も
の
に

触
れ
る
こ
と
に
、
喜
び
を
感
じ
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
の
実
生
活
の

問
題
意
識
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
触
れ
る
も
の
を
教
材
と
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
出
て
く
る
の
が
、
教
科
書
検
定
の
問

題
で
あ
る
。
性
的
描
写
や
差
別
の
問
題
な
ど
、
悪
と
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

少
し
で
も
含
ま
れ
る
作
品
は
、
教
材
と
し
て
…
選
定
さ
れ
な
い
。
光
と
陰
で
た

と
え
る
な
ら
、
光
の
部
分
を
描
い
た
も
の
だ
け
が
、
選
ば
れ
て
し
ま
う
と
い

う
現
状
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
陰
の
部
分
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
彼
ら
の
問
題
な
識
が
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
価
値
の
あ
る
「
学

び
」
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
教
材
の
発
掘
が
必

要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
を
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。

彼
ら
の
学
ぶ
意
欲
が
低
い
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
彼
ら
が
こ
れ
ま
で

の
学
校
生
活
の
中
で
、
よ
い
評
価
を
受
け
て
来
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
勉
強
に
関
し
て
、
褒
め
ら
れ
た
こ
と
が
乏
し
く
、

「ど
う
せ
で
き
な
い

ん
だ
」
と
、
半
、
は
投
げ
や
り
に
な
っ
て
い
る
生
徒
が
多
い
。
授
業
の
中
で
、

生
徒

一
人

一
人
が
何
ら
か
の
形
で
活
践
で
き
、
授
業
に
参
瓜
し
て
い
る
こ
と

を
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
は
い
る
の

で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
教
師
主
導
の
、

一
方
的
な
講
義
形
式
の
授
業

を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
自
分
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
自
分
が
高
校
時
代
に
受

け
て
き
た
授
業
が
基
準
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
固
定
観
念
か
ら
脱
却
で
き
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
授
業
方
法
を
い
ろ
い
ろ
学
ば
ね
ば
と
感
じ
、
先
日
、
勤

務
時
間
前
の
午
前
中
を
利
用
し
て
、
小
学
校
の
授
業
を
参
観
に
行
っ
た
の
で

あ
る
が
、
子
ど
も
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
、
授
業
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
大

変
勉
強
に
な
っ
た
。
自
分
の
中
の
授
業
聞
を
柔
軟
に
し
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法

を
試
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
少
し
の
頑
張
り
で
も
積
極
的
に
評
価
し
、

一
人

一

人
が
授
業
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
、
授
業
ス
タ
イ
ル

を
摸
索
し
て
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

私
の
勤
務
校
は
、
北
海
道
の
定
時
制
の
中
で
は
比
較
的
落
ち
つ
い
て
は
い

る
が
、
授
業
の
成
立
や
基
本
的
生
活
習
慣
の
指
導
に
時
間
を
割
か
ざ
る
を
得

な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
困
難
校
」
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
授
業
中
、

比
軟
的
静
か
な
ク
ラ
ス
で
あ
っ
て
も
、
や
る
気
に
乏
し
く
、
必
要
最
低
限
の

こ
と
し
か
や
ろ
う
と
し
な
い
。
前
述
の
通
り
、
ど
こ
の
全
日
制
高
校
に
も
入

れ
な
か

っ
た
生
徒
が
大
半
を
占
め
る
中
で
は
、
整
百
内
容
も
、
高
等
学
校
の

内
容
と
は
程
遠
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
で
国
語
科
と
し
て
で
き
る
こ
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
一

つ
は
生
徒
が
社
会
に
出
た
と
き
に
、
社
会
生
活
で
困
ら

な
い
力
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
将
来
、
何
か
を
知
り
た
い
、
学

び
た
い
と
思

っ
た
と
き
に
、
読
み
書
き
も
ま
ま
な
ら
な
い
の
で
は
、
ど
う
に

も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
自
分

で
判
断
す
る
力
が
な
い
と
、
無
知
で
あ
る
こ
と
の
弱
み
に
つ
け
こ
ま
れ
て
、

騎
さ
れ
て
し
ま
、
ユ
事
態
も
想
定
さ
れ
る
。
学
ぶ
意
欲
が
非
常
に
低
い
生
徒
た

ち
で
は
あ
る
が
、
何
と
か
し
て
彼
ら
に
そ
の
力
を
保
障
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

も
う

一つ

に
は
、
彼
ら
の
社
会
を
見
つ
め
る
視
野
を
広
め
、
自
己
成
長
、

自
己
変
容
を
促
が
す
国
語
科
で
あ
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
様
々
な
文

章
を
読
ん
だ
り
、
表
現
活
動
を
行
っ
て
い
く
中
で
、
自
己
を
見
つ
め
、

他
者

の
考
え
を
知
り
、
今
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
を
発
見
し
て
い
く
。
そ
う

い
っ
た
場
面
が
、
国
語
の
授
業
の
中
で
生
ま
れ
る
よ
う
な
実
践
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

思
い
に
任
せ
て
い
ろ
い
ろ
書
き
連
ね
て
は
見
た
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

何
も
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
自
分
の
無
力
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
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る
毎
日
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
中
で
も
、
目
標
を
見
失
な
っ
た
り
、
く
じ
け

た
り
せ
ず
、

一
歩

一
歩

教
師
と
し
て
成
長
し
て
い
き
た
い
。
私
が
早
稲
田
の

教
育
学
研
究
科
で
学
ん
だ
意
義
は
、
国
語
教
育
に
関
し
て
様
々
な
こ
と
を
学

ぶ
中
で
、
学
部
時
代
で
は
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
た
こ
と
で
あ

る
。
大
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
と
、
日
々
の
実
践
を
つ
な
げ
、
生
徒
に
還
元
で

き
れ
ば
と
思
う
。
生
徒
た
ち
が
、
国
語
を
学
ぶ
こ
と
に
少
し
で
も
喜
び
を
感

じ
て
く
れ
る
実
践
を
行
う
こ
と
が
、
私
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(北
海
道
室
蘭
工
業
高
等
学
校
定
時
制
課
程
)

早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
会
則
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(平
成
十
年
六
月
改
正
)

第

一
粂

本

会

は
、
早
稲
田
大
学
国
務
教
育
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条
本
会
の
事
務
局
は
、
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
内
に
お
く
。

第
三
条
本
会
は
国
語
教
育
に
関
す
る
研
究
、
会
員
相
互
の
親
陸
、
並
び
に
後

進
の
育
成
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
凶
条
本
会
は
、
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
つ
ぎ
の
駒
栄
を
行
う
。

一
、
大
会

・
例
会
研
究
会

・
講
演
会
な
ど
の
開
催
。

二
、
研
究
授
業
お
よ
び
授
業
参
観
。

三
、
機
関
誌
の
発
行
。

凹
、
そ
の
他
。

第
五
条
本
会
は
、
国
語
教
育
に
関
心
を
有
す
る
早
稲
田
大
学
の
教
員
(
旧
教

只
を
含
む
)

・
校
友

・
学
生
お
よ
び
そ
れ
ら
の
紹
介
に
よ
る
人
々
を
も
っ

て
会
員
と
す
る
。

第
六
条
本
会
に
、
つ
ぎ
の
役
員
を
お
く
。

代
表
委
員

(一

名
)

委

員

(若
干
名
)

政

事

(二
名
)

第
七
条
本
会
に
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
役
只
は
、
総
会
に
お
い
て
会
民
の
な
か
か
ら
選
出
す
る
。

第
九
条
役
只
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
但
し
、

震
任
を
妨
げ
な
い
。

第
十
条
本
会
は
、
会
務
お
よ
び
事
業
を
推
進
す
る
た
め
に
、
事
務
局

・
編
集

委
員
会
等
を
お
く
。

第
十
一
条
会
員
は
所
定
の
会
費
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
学
生

会
員
は
半
額
と
す
る
。

第
十
二
条

本

会

は
、
会
費

・
寄
付
金

・
そ
の
他
に
よ

っ
て
運
営
す
る
。

第
十
三
条
本
会
は
、
年

一
回
総
会
を
聞
く
。
但
し
必
要
に
応
じ
、
臨
時
総
会

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月

一
日
か
ら
は
じ
ま
り
、
翌
年
三

月
三
十
一
日
を
も
っ
て
終
わ
る
。

第
十
五
条

こ
の
会
則
は
、
総
会
の
議
決
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


