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一　

は
じ
め
に

　

中
学
校
の
入
学
式
で
彼
ら
と
出
会
い
、
担
任
、
教
科
担
当
者①
と
し
て
五
年
目

の
秋
を
迎
え
た
。
一
二
歳
だ
っ
た
生
徒
た
ち
も
い
ま
や
一
六
、
七
歳
の
子
供
以

上
大
人
未
満
の
微
妙
な
年
頃
に
な
っ
て
い
る
。
来
年
度
に
は
、
最
終
学
年
と
し

て
受
験
を
控
え
て
お
り
、
そ
ろ
そ
ろ
進
学
を
意
識
し
た
話
題
や
授
業
を
増
や
し

て
き
て
い
る
。

　

し
か
し
、
受
験
対
策
一
辺
倒
の
授
業②
に
な
る
前
に
国
語
科
教
育
の
原
点
で
あ

る
「
読
む
・
聞
く
・
話
す
・
書
く
」
授
業
を
実
践
し
た
い
と
い
う
思
い
が
募
っ

て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
国
語
の
授
業
ら
し
い
授
業
、
つ
ま
り
生
徒
自
身
が
教
材
を

理
解
し
、
感
動
し
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
成
長
で
き
る
よ
う
な
授
業
を
行
い
た

い
と
考
え
た
。
五
年
間
に
わ
た
っ
て
成
長
し
て
き
た
生
徒
た
ち
と
私
で
国
語
の

授
業
の
集
大
成
を
企
て
た
の
で
あ
る
。

　

教
材
は
教
科
書
の
「
朝
顔　

俳
句
十
五
句③
」
で
あ
る
。
五
名
の
俳
人
の
そ
れ

ぞ
れ
三
句
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
欄
外
に
は
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
語
句

の
簡
略
な
説
明
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
写
真
と
略
歴
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
シ
ン
プ
ル
で
文
学
的
な
教
材
を
手
に
授
業
に
臨
む
方
針
と
し
て
は
、

「
生
徒
が
読
み
、
考
え
、
書
く
」
こ
と
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
し
た
。
具
体

的
に
は
、
十
七
文
字
で
完
結
す
る
作
品
を
前
に
、
そ
の
作
品
そ
の
も
の
と
書
か

れ
て
い
な
い
前
後
を
想
像
し
、
創
造
す
る
作
業
（
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
の
作

成
）
に
取
り
組
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
指
導
書
に
依
り
か
か
っ
た
解
釈
・
鑑
賞
文

を
こ
ち
ら
が
一
方
的
に
提
出
す
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
読
み
を
出
し
合
い
認

め
合
う
一
連
の
作
業
を
通
じ
て
、
生
徒
た
ち
に
俳
句
を
読
む
こ
と
が
途
方
も
な

く
豊
か
な
文
学
体
験
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ね
ら
い
を
持

っ
て
い
た
。
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シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
の
作
成
を
中
心
に
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シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
作
成
に
際
し
て
の
注
意
事
項
と
し
て
、「
作
品
・
作

者
と
の
距
離
感
」
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
伝
え
た
。
距
離
が

近
す
ぎ
る
と
直
訳
調
で
幅
の
狭
い
解
釈
し
か
成
り
立
た
ず
、
逆
に
遠
す
ぎ
る
の

も
も
ち
ろ
ん
考
え
も
の
で
あ
る
。
作
者
か
ら
得
ら
れ
る
登
場
人
物
像
、
季
語
か

ら
得
ら
れ
る
季
節
感
を
ま
ず
設
定
し
、
対
象
と
の
絶
妙
な
距
離
感
に
立
て
ば
見

え
て
く
る
も
の
（
普
通
は
見
え
な
い
も
の
）
を
ス
ト
ー
リ
ー
化
す
る
よ
う
指
導

し
た
。

　

シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
を
「
書
く
」
た
め
に
は
、
ま
ず
、
し
っ
か
り
と
し
た

「
読
み
」
が
前
提
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
難
解
な
語
句
や
季
語
、
切

れ
字
、
助
動
詞
等
の
解
説
を
解
釈
に
影
響
が
及
ば
な
い
程
度
に
行
っ
た
。
た
だ
、

十
五
句
あ
る
の
で
繰
り
返
す
う
ち
に
「
読
む
」
こ
と
と
「
書
く
」
こ
と
が
上
手

に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
楽
天
的
な
予
想
は
持
っ
て
い
た
。

　

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
す
る
行
為
は
、
来
年
度
に
控
え
て
い
る
推
薦
入
試

な
ど
に
必
要
な
論
理
的
、
実
用
的
文
章
と
文
学
的
、
芸
術
的
な
文
章
と
に
大
別

で
き
る
。
今
回
は
、
文
学
的
文
章
を
書
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
ま
ず
、「
書

く
こ
と
の
楽
し
さ
」
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
は
他

人
に
「
読
ま
れ
る
喜
び
」
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
多
く
の
生
徒
作

品
を
全
員
で
共
有
す
る
時
間
を
授
業
の
最
初
に
設
け
た
。
ま
た
、「
他
者
の
読

み
」
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
分
の
読
み
」
の
進
歩
に
つ
な
げ
る
よ
う

に
促
し
た
。
高
校
生
に
も
な
る
と
他
人
に
自
分
の
文
章
を
読
ま
れ
る
こ
と
は
、

恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
く
誇
り
で
あ
る
こ
と
が
、
授
業
を
通
じ
て
得
た
印
象

で
あ
る
。

　

具
体
的
な
授
業
展
開
と
し
て
、
ま
ず
作
者
に
つ
い
て
簡
潔
に
解
説
し
、
次
に

俳
句
の
語
句
等
に
つ
い
て
も
ま
た
簡
潔
に
解
説
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
二
百
字

前
後
の
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
を
書
か
せ
た
。
制
限
時
間
は
七
、
八
分
で
あ
っ

た
。

二　

シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
の
紹
介
と
分
析

（
1
）
川
端
茅
舎
の
三
句

●
露
の
玉　

蟻
た
ぢ
た
ぢ
と　

な
り
に
け
り

　

画
家
を
志
し
て
い
た
茅
舎
ら
し
い
観
察
眼
の
鋭
さ
と
そ
こ
は
か
と
な
い
ユ
ー

モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
る
。
最
初
の
俳
句
で
あ
る
の
で
参
考
ま
で
に
私
の

シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー④
を
口
頭
で
紹
介
し
た
が
、
反
応
は
ほ
と
ん
ど
無
く
先
行

き
が
少
し
心
配
さ
れ
た
。
生
徒
の
作
品
も
私
と
類
型
的
で
あ
り
紹
介
は
一
編
に

と
ど
め
る
。

◎
主
人
公
…
…
ア
リ

　

私
は
ア
リ
だ
。
食
糧
を
求
め
て
家
に
進
入
し
た
の
は
よ
い
が
、
さ
て
、
出
口

は
ど
こ
で
あ
ろ
う
…
…
。―

夜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
て
、
出
口
ら
し
き

も
の
は
見
つ
け
た
が
、
む
こ
う
へ
ぬ
け
ら
れ
ぬ
。
し
か
も
な
に
や
ら
丸
い
も
の

が
つ
い
て
い
る
が
、
ど
う
し
た
も
の
か
…
…
。
む
？　

何
者
か
に
見
ら
れ
て
い
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る
よ
う
な
気
が
…
…
。　　
（
板
倉
昌
弘
）

　

作
者
の
視
点
で
は
な
く
蟻
の
視
点
で
こ
の
俳
句
を
見
た
場
合
、
蟻
は
作
者
が

表
現
す
る
ほ
ど
「
た
ぢ
た
ぢ
と
」
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
と
ぼ
け
た
ユ
ー
モ

ア
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
視
点
の
意
外
な
転
換
は
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
作
成

の
一
つ
の
鍵
と
な
る
。

●
月
光
に　

深
雪
の
創き
ず

の　

か
く
れ
な
し

　
「
深
雪
の
創
」
が
難
解
で
あ
る
。
教
科
書
に
も
何
の
説
明
も
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、
解
釈
の
要
所
で
あ
る
。
私
の
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
も
「
創
」
の
解
釈
を

避
け
て
紹
介
し
た⑤
が
、
後
ろ
の
方
の
席
か
ら
「
ク
ッ
サ
ー
」
と
ブ
ー
イ
ン
グ
が

起
こ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

◎
な
か
な
か
寝
つ
け
ず
窓
の
外
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
庭
に
降
り
積
も
っ
た
真
っ

白
な
雪
の
上
に
不
思
議
な
形
の
陰
が
見
つ
か
っ
た
。
ふ
と
空
を
見
上
げ
て
み
る

と
陰
と
同
じ
形
の
鋭
い
三
日
月
が
ぽ
か
ん
と
浮
か
ん
で
い
る
。（
増
田
尚
子
）

◎
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
何
想
う
。
一
人
た
た
ず
む
雪
原
に
待
つ
人
は
居
な
い
。

た
だ
一
人
う
つ
む
き
下
に
は
一
本
の
深
い
創
。
雪
の
切
れ
目
。
そ
の
間
に
何
が

あ
る
。
何
も
無
い
。
も
っ
と
深
い
創
が
あ
れ
ば
足
を
踏
み
入
れ
て
み
た
い
。
そ

こ
に
何
か
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
こ
に
何
も
無
い
か
ら
こ
そ
。
前
を
向
い

て
歩
こ
う
と
思
っ
た
。（
中
田
怜
子
）

　

前
者
は
、
地
上
の
「
深
雪
の
創
」
と
天
空
の
「
月
」
に
相
似
形
を
見
て
い
る
。

こ
の
表
現
が
ま
た
新
た
な
謎
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
、
こ
の
俳

句
の
持
つ
神
秘
性
を
さ
ら
に
増
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

後
者
は
、「
創
」
に
つ
い
て
最
も
そ
の
意
味
を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
。「
無
」

の
奥
に
あ
る
も
の
に
足
を
踏
み
入
れ
て
み
た
い
と
い
う
好
奇
心
が
作
者
を
前
に

歩
ま
せ
た
の
か
。

　

両
者
共
に
読
む
者
の
想
像
力
を
さ
ら
に
試
す
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

●
ぜ
ん
ま
い
の　

の
の
字
ば
か
り
の　

寂
光
土

　
「
寂
光
土
」
と
は
仏
の
住
む
国
土
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
私
は
、
ピ
ク
ニ
ッ

ク
に
行
っ
た
時
の
よ
う
な
幸
せ
な
一
場
面
を
発
表
し
た⑥
が
、
生
徒
た
ち
の
想
像

は
全
く
違
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

◎
今
日
の
昼
食
に
ぜ
ん
ま
い
が
入
っ
て
い
た
。
体
を
こ
わ
し
て
い
た
の
で
食
欲

が
な
い
。
で
も
、
ぜ
ん
ま
い
を
見
つ
つ
春
が
来
た
と
思
っ
た
。
長
い
冬
が
終
わ

り
僕
に
も
寂
光
土
の
よ
う
な
春
が
来
る
だ
ろ
う
と
自
分
に
言
い
き
か
せ
た
。

（
木
下
豪
大
）

◎
ま
た
春
が
来
た
。
あ
る
日
に
な
る
と
私
は
決
ま
っ
て
山
へ
行
く
。
今
は
亡
き

妻
と
い
っ
し
ょ
に
、
毎
年
の
よ
う
に
ぜ
ん
ま
い
を
取
り
に
行
っ
た
山
へ
。

　

そ
こ
に
は
、
や
は
り
何
も
変
わ
ら
ず
、
ぜ
ん
ま
い
が
た
く
さ
ん
な
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
に
い
る
と
妻
と
い
っ
し
ょ
に
ぜ
ん
ま
い
を
取
り
に
来
た
日
を
あ
り
あ
り

と
思
い
出
す
。
ま
る
で
、
こ
こ
に
妻
が
い
る
よ
う
な
、
こ
こ
が
寂
光
土
の
よ
う

な
。

　

私
は
ま
た
来
年
も
こ
こ
に
来
る
だ
ろ
う
。
春
、
舞
い
散
る
桜
の
よ
う
に
妻
の
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命
も
散
っ
て
し
ま
っ
た
季
節
。（
板
倉
昌
弘
）

　

前
者
に
は
「
ぜ
ん
ま
い
」
を
見
つ
け
た
場
所
、
人
物
設
定
に
絶
妙
な
読
み
が

見
ら
れ
る
。「
寂
光
土
」
も
そ
れ
は
現
在
の
あ
る
状
態
を
指
し
示
す
言
葉
で
は

な
く
、
未
来
の
希
望
を
示
す
言
葉
で
あ
る
と
す
る
。

　

後
者
は
「
寂
光
土
」
と
い
う
言
葉
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
、

「
ぜ
ん
ま
い
」
の
生
え
る
山
が
亡
き
妻
の
魂
と
の
交
感
の
場
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
。
文
章
に
も
情
感
が
こ
も
っ
て
お
り
、
俳
句
世
界
に
さ
ら
な
る
奥
行
き
を

与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

（
2
）
杉
田
久ひ
さ

女じ
ょ

の
俳
句

●
朝
顔
や　

濁
り
初
め
た
る　

市ま
ち

の
空

　

教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
女
性
俳
人
で
あ
る
。
目
の
前
に
あ

る
「
朝
顔
」
を
見
て
、
頭
の
中
で
想
像
さ
れ
た
「
市
の
空
」
を
ど
の
よ
う
に
結

び
つ
け
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
と
助
言
を
し
た
。
さ
ら
に
、
今
回
か
ら
拙

文
を
紹
介
す
る
こ
と
を
や
め
に
す
る
と
宣
言
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
の
ブ
ー

イ
ン
グ
は
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
。

◎
早
朝
、
雨
戸
を
開
け
る
と
鮮
や
か
な
色
が
目
に
と
び
込
ん
で
き
た
。
子
供
が

幼
い
こ
ろ
に
植
え
た
朝
顔
が
今
年
も
花
を
つ
け
た
の
だ
。
微
笑
み
な
が
ら
種
を

植
え
た
子
供
の
顔
が
は
っ
き
り
と
思
い
出
さ
れ
、
街
に
働
き
に
出
て
い
る
我
が

子
も
白
み
始
め
た
空
に
そ
ろ
そ
ろ
起
き
た
で
あ
ろ
う
か
と
心
は
街
に
向
か
っ
た
。

（
渡
邊
美
沙
）

　

子
供
の
過
去
と
現
在
、
そ
れ
を
愛
情
を
持
っ
て
見
つ
め
続
け
る
母
親
像
を
こ

の
俳
句
に
見
い
だ
し
て
い
る
。「
朝
顔
」
と
「
市
の
空
」
は
、「
子
供
」
の
発
見

に
よ
っ
て
見
事
に
結
び
つ
い
た
と
い
え
よ
う
。

●
谺こ
だ
ま

し
て　

山
ほ
と
と
ぎ
す　

ほ
し
い
ま
ま

　

派
手
で
情
熱
家
と
い
わ
れ
た
久
女
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
る
。「
ほ

し
い
ま
ま
」
で
結
句
し
た
後
の
余
韻
を
ど
う
表
現
す
る
か
が
課
題
で
あ
ろ
う
。

◎
俳
句
を
作
る
の
に
ゆ
き
づ
ま
っ
て
、
気
分
転
換
で
山
の
方
へ
行
っ
た
。
す
る

と
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
山
の
中
を
訝
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
ま

る
で
山
全
体
を
自
分
の
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞

き
、
自
分
も
も
っ
と
有
名
に
な
り
、
世
の
中
に
自
分
の
存
在
を
響
か
せ
、
谺
さ

せ
よ
う
と
思
っ
た
。（
北
川
督
）

◎
私
は
山
に
登
っ
て
い
た
。
す
る
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
一
匹
い
た
。
ホ
ト
ト
ギ
ス

は
「
て
っ
ぺ
ん
か
け
た
か
」
と
い
う
よ
う
に
さ
け
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
私
に
は

「
て
っ
ぺ
ん
に
登
っ
た
か
」
と
い
う
よ
う
に
き
こ
え
た
。
私
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
に

腹
が
立
っ
て
猛
ダ
ッ
シ
ュ
で
山
に
登
っ
て
い
っ
た
。（
梅
村
祐
介
）

　

前
者
は
、
彼
女
の
俳
壇
へ
の
野
望
を
感
じ
取
り
、
後
者
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
そ
の

も
の
へ
の
対
抗
意
識
が
読
み
と
れ
る
。
深
読
み
を
す
れ
ば
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
」

に
属
し
て
い
た
と
さ
れ
る
彼
女
自
身
が
、
そ
の
既
成
枠
を
う
ち
破
ろ
う
と
決
意

を
込
め
た
句
と
も
と
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
に
こ
の
句
作
の
数
年
後
、

昭
和
十
一
年
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
同
人
を
除
名
さ
れ
て
は
い
る
が
…
…
。
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●
風
の
落
つ　

楊
貴
妃
桜　

房
の
ま
ま

　

傾
城
の
美
女
の
名
を
負
う
桜
が
、
八
重
桜
で
あ
る
た
め
花
が
房
の
ま
ま
落
ち

て
い
る
。「
八
重
桜
」
を
知
ら
な
い
生
徒
を
前
に
し
ば
し
教
壇
で
立
ち
つ
く
す
。

◎
あ
る
お
寺
に
あ
っ
た
楊
貴
妃
桜
を
見
て
い
る
と
強
い
風
が
吹
い
た
。
す
る
と

桜
が
房
の
ま
ま
地
面
に
落
ち
た
。
そ
の
時
、
ど
ん
な
き
れ
い
な
桜
で
も
落
ち
る

と
見
た
目
も
落
ち
る
と
思
っ
た
が
、
下
に
落
ち
た
桜
を
見
る
と
見
た
目
が
落
ち

る
ど
こ
ろ
か
逆
に
き
れ
い
に
見
え
た
。
ど
ん
な
に
悪
い
と
こ
ろ
に
い
よ
う
が
自

分
の
心
が
き
れ
い
な
ま
ま
な
ら
悪
い
方
に
そ
ま
ら
ず
自
分
の
そ
の
ま
ま
の
姿
で

い
け
る
よ
う
な
気
が
し
た
。（
秋
山
正
典
）

◎
朝
、
歩
い
て
い
る
と
目
の
前
に
楊
貴
妃
桜
が
落
ち
て
い
た
。
落
ち
て
い
る
け

れ
ど
、
何
も
変
わ
ら
ず
キ
レ
イ
で
あ
る
。

　

地
面
の
上
で
の
ほ
う
が
枝
に
あ
る
時
よ
り
も
キ
レ
イ
に
見
え
る
。

　

私
も
楊
貴
妃
の
よ
う
に
恋
に
落
ち
て
み
た
い
。

　

落
ち
る
た
び
に
キ
レ
イ
に
な
っ
て
、
落
ち
て
い
る
と
こ
ろ
を
だ
れ
か
に
拾
っ

て
も
ら
い
た
い
。（
大
江
奈
津
季
）

　

落
ち
た
桜
を
前
に
、
男
子
生
徒
と
女
子
生
徒
の
視
点
の
違
い
が
明
確
に
表
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
男
子
は
落
ち
て
も
き
れ
い
な
桜
に
気
高
さ
を
感
じ
、
女
子
は

楊
貴
妃
桜
が
落
ち
る
こ
と
は
、「
恋
」
に
落
ち
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
し

て
い
る
。
楊
貴
妃
の
人
と
な
り
を
視
点
の
違
い
こ
そ
あ
れ
両
者
共
に
し
っ
か
り

と
押
さ
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
3
）
中
村
草
田
男
の
俳
句

●
乙つ
ば

鳥く
ら

は　

ま
ぶ
し
き
鳥
と　

な
り
に
け
り

　
「
乙
鳥
」
と
は
つ
ば
め
の
こ
と
。「
ま
ぶ
し
き
鳥
」
に
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま

す
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
一
見
、
写
生
の
句
に
思
え
る
が
、「
人
間
探

求
派
」
と
呼
ば
れ
た
草
田
男
の
意
図
に
ど
こ
ま
で
迫
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
腕

の
見
せ
所
で
あ
る
。

◎
夏
が
今
か
ら
は
じ
ま
ろ
う
と
い
う
時
期
に
毎
年
私
の
元
へ
つ
ば
め
が
や
っ
て

く
る
。
ひ
と
回
り
も
ふ
た
回
り
も
大
き
く
成
長
し
た
そ
の
燕
を
見
て
、
わ
が
息

子
は
今
ど
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
会
い
た
い
…
…
。（
野
田
和
豊
）

◎
私
は
散
歩
を
し
て
い
る
途
中
、
暑
く
な
っ
て
き
た
の
で
飲
み
物
を
買
お
う
と

店
へ
入
ろ
う
と
す
る
と
屋
根
の
下
に
つ
ば
め
の
巣
を
見
た
。
親
鳥
が
ヒ
ナ
に
エ

サ
を
や
っ
て
い
る
。
そ
の
家
族
を
見
た
と
き
、
苦
労
し
て
い
た
母
を
思
い
出
し
、

会
い
た
く
な
っ
た
。（
木
村
万
起
子
）

　

自
然
を
詠
み
な
が
ら
も
、
そ
の
奥
に
肉
親
と
の
人
間
関
係
の
存
在
を
見
て
い

る
。「
ま
ぶ
し
き
」
も
の
は
、
い
な
く
な
っ
た
息
子
、
苦
労
を
か
け
た
母
。
生

徒
も
「
人
間
探
求
派
」
と
な
っ
た
。

●
勇
気
こ
そ　

地
の
塩
な
れ
や　

梅
真
白

　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
草
田
男
を
特
徴
づ
け
る
句
。「
地
の
塩
」
と
は
聖

書
中
の
有
名
な
語
句
で
「
信
者
が
社
会
の
腐
敗
を
止
め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
校
自
体
に
宗
教
色
は
な
く
生
徒
た
ち
に
も
全
く
な
じ
み
の
な
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い
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
全
体
的
に
表
現
に
は
硬
さ
が
見
ら
れ
た
。

◎
男
が
道
を
歩
い
て
い
る
と
梅
が
咲
い
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
の
梅
の
あ
ま
り

の
白
さ
を
見
て
、
世
の
中
の
政
治
は
あ
ま
り
に
腐
敗
し
す
ぎ
て
黒
く
な
り
す
ぎ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
そ
れ
を
今
ま
で
黙
っ
て
見
過
ご
す
者
が
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
も
っ
と
勇
気
を
持
っ
て
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
す
れ
ば
、
も
っ
と
こ
の
梅
の
よ
う
に
白
く
、
つ
ま
り
清
ら
か
に
な
っ
て
い

く
の
に
、
と
男
は
ず
っ
と
考
え
て
い
た
。（
仁
丹
寛
介
）

◎
白
い
梅
が
春
を
告
げ
る
。
そ
の
純
白
は
ま
る
で
塩
に
見
え
た
。
私
は
梅
を
取

っ
て
地
面
に
ば
ら
ま
い
て
み
た
。
自
分
も
こ
の
よ
う
に
散
れ
る
勇
気
を
持
と
う

と
。（
渡
邊
美
沙
）

　

前
者
は
、
宗
教
的
な
献
身
を
決
意
す
る
句
を
政
治
批
判
の
句
と
捉
え
て
し
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
若
者
ら
し
い
ま
っ
す
ぐ
な
正
義
感
は
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

後
者
は
、「
梅
」
の
白
さ
か
ら
「
塩
」
の
白
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
導
き
出
し
、

そ
こ
か
ら
白
い
「
梅
」
の
花
び
ら
を
地
面
に
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
地
の
塩

（
白
い
花
び
ら
）」
＝
散
れ
る
「
勇
気
」、
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
ゲ
ー
ム
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
。
花
び
ら
を
ば
ら
ま
く
と
い
う
行
為
が
、
宗
教
的
な
儀
式
の

よ
う
に
思
え
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。

●
空
は
太
初
の
青
さ　

妻
よ
り
林
檎
う
く

　

こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
一
年
の
秋
と
い
う
時
期
を
特
定
し
て
課
題
に

取
り
組
ま
せ
た
。
そ
れ
が
、
戦
後
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ

か
せ
る
た
め
に
誘
導
尋
問
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
平
成
一
五
年
の
国

語
教
室
の
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
成
果
は
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

◎
空
は
も
の
す
ご
く
き
れ
い
だ
。
大
昔
か
ら
こ
ん
な
空
だ
っ
た
の
か
と
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
目
線
を
下
ろ
す
と
、
空
の
よ
う
に
果
て
し
な
く
焼

け
野
原
が
続
く
。
不
安
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
で
も
隣
で
は
少
し
は
か
な
く
笑

う
妻
が
、
真
っ
赤
な
林
檎
を
私
に
差
し
出
す
。
私
は
、
は
に
か
み
な
が
ら
そ
れ

を
受
け
取
る
。
た
と
え
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
目
に
遭
っ
て
も
私
達
は
き
っ
と
変
わ

ら
な
い
。（
永
山
裕
季
子
）

◎
終
戦
か
ら
一
年
。
空
に
は
爆
撃
機
が
飛
ぶ
こ
と
も
な
く
、
世
界
の
始
め
で
あ

る
よ
う
な
深
い
深
い
碧
。
そ
ん
な
美
し
い
空
を
見
上
げ
て
い
る
と
妻
か
ら
真
っ

赤
な
林
檎
を
手
渡
さ
れ
た
。
そ
の
色
を
見
て
空
に
散
っ
て
い
っ
た
多
く
の
命
に

思
い
を
馳
せ
た
。（
渡
邊
美
沙
）

◎
戦
争
が
終
わ
っ
て
、
空
は
天
地
が
開
け
た
始
め
の
よ
う
に
快
晴
で
、
目
の
前

に
は
戦
争
中
を
一
緒
に
生
き
た
妻
が
き
れ
い
な
服
を
着
て
立
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
私
に
林
檎
を
渡
し
た
。
こ
ん
な
平
凡
な
時
が
と
て
も
幸
せ
に
感
じ
た
。

（
竹
村
知
紗
）

　

戦
後
の
素
朴
で
ひ
た
す
ら
に
前
向
き
だ
っ
た
頃
の
日
本
人
の
姿
が
、
平
成
の

高
校
生
に
よ
っ
て
こ
ん
な
に
も
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
俳
句
の

持
つ
読
者
を
揺
さ
ぶ
る
力
は
、
時
代
を
超
え
る
も
の
が
あ
り
、
平
和
の
尊
さ
や

何
げ
な
い
平
凡
な
日
常
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
得
さ
せ
て
く
れ
る
。
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（
4
）
石
田
波
郷
の
俳
句

●
あ
え
か
な
る　

薔
薇
撰え

り
を
れ
ば　

春
の
雷ら
い

　

作
者
に
つ
い
て
「
人
間
探
求
派
」
で
あ
る
こ
と
と
結
核
に
苦
し
み
な
が
ら
句

作
に
励
ん
だ
人
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。「
あ
え
か
な
る
」
と
は
可
憐
で
華
奢

の
意
で
あ
る
。
最
後
の
「
雷
」
が
難
所
で
あ
っ
た
。

◎
妻
の
笑
顔
を
見
た
い
た
め
、
妻
に
ピ
ッ
タ
リ
似
合
う
薔
薇
を
買
お
う
と
花
屋

に
い
た
。
妻
は
淋
し
が
り
屋
な
の
で
し
っ
か
り
し
た
薔
薇
よ
り
も
華
奢
で
守
り

た
く
な
る
よ
う
な
薔
薇
が
ピ
ッ
タ
リ
だ
と
思
っ
て
長
い
間
、
一
生
懸
命
選
ん
で

い
た
。
す
る
と
、
家
の
方
か
ら
雷
の
音
が
し
た
。
妻
が
淋
し
が
っ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
て
、
私
は
早
く
買
っ
て
猛
ダ
ッ
シ
ュ
で
妻
の
も
と
に
走
っ
た
。（
大

江
奈
津
樹
）

◎
私
は
あ
る
花
屋
を
通
っ
た
。
そ
し
て
ふ
と
目
を
や
る
と
薔
薇
が
い
っ
ぱ
い
あ

っ
た
。
ど
れ
も
き
れ
い
だ
っ
た
が
一
つ
自
分
の
心
に
入
っ
た
薔
薇
が
あ
っ
た
。

私
は
心
の
中
か
ら
も
の
す
ご
い
電
流
が
走
っ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。（
梅
村

祐
介
）

　

前
者
で
は
、
薔
薇
は
妻
の
た
め
に
、
雷
は
妻
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
受
け
取

る
作
者
の
限
り
な
い
優
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

　

後
者
で
は
、「
雷
」
は
天
を
轟
か
す
存
在
で
は
な
く
、
自
分
の
心
を
震
わ
す

も
の
と
捉
え
て
お
り
、
そ
の
発
想
の
意
外
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

●
吹
き
お
こ
る　

秋
風
鶴
を　

あ
ゆ
ま
し
む

　

写
生
の
句
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
風
が
歩
ま
せ
る
先
を
生
徒
は
見
て
い
た
。

◎
暑
い
夏
が
去
り
、
秋
が
来
た
。

　

鶴
が
背
筋
を
伸
ば
し
て
立
っ
て
い
る
と
、
強
い
風
が
吹
い
て
き
た
。
そ
の
風

の
強
さ
に
少
し
前
に
歩
い
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
が
、
ま
た
背
筋
を
伸
ば
し

て
立
ち
な
お
し
た
。
次
は
冬
が
来
る
。（
竹
村
知
紗
）

　

こ
の
た
っ
た
十
七
文
字
で
季
節
の
巡
り
と
い
う
自
然
界
の
摂
理
を
伝
え
て
い

る
と
い
う
。
生
徒
の
持
つ
想
像
力
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
。

●
栗
食は

む
や　

若
く
哀
し
き　

背
を
曲
げ
て

　
「
療
養
俳
句
の
最
高
峰
」
と
呼
ば
れ
た
波
郷
ら
し
い
句
。
初
句
に
感
動
の
中

心
が
あ
り
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
加
え
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

◎
自
分
は
結
核
で
あ
っ
て
長
い
間
、
世
話
を
し
て
く
れ
て
い
る
妻
以
外
誰
に
も

あ
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
結
核
で
い
つ
倒
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
将
来
に
対

し
て
非
常
に
不
安
で
う
な
だ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
は
こ
う
し
て
秋
に
な

る
と
栗
を
食
べ
れ
る
と
い
う
幸
せ
が
あ
る
。
そ
の
栗
を
む
い
て
く
れ
る
の
は
妻

で
あ
る
。
自
分
が
必
要
と
す
る
人
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
こ
う
や
っ
て
隣
で
笑

っ
て
く
れ
る
の
だ
な
あ
と
感
激
し
つ
つ
、
妻
に
対
し
て
非
常
に
感
謝
し
て
い
る
。

（
東
野
拓
）

◎
私
は
今
、
自
宅
で
病
臥
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
庭
に
な
っ
て
い

る
栗
の
木
が
見
え
て
い
る
。
体
で
季
節
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
目
で

は
確
か
め
ら
れ
る
。
小
さ
い
頃
は
、
よ
く
木
に
登
っ
た
り
し
な
が
ら
食
べ
て
い



俳
句
授
業
の
試
み 

一
〇
二

俳
句
授
業
の
試
み 

一
〇
三

た
け
ど
、
今
は
、
部
屋
の
中
で
一
人
っ
き
り
で
栗
を
食
べ
て
い
る
。
も
う
一
度

あ
の
こ
ろ
に
戻
り
た
い
な
あ
…
…
。（
森
田
麻
衣
子
）

　

前
者
は
、「
あ
え
か
な
る
…
…
」
の
句
で
登
場
し
た
妻
の
存
在
に
想
を
得
た

の
で
あ
ろ
う
。
栗
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
小
さ
な
幸
せ
と
そ
れ
を
妻
と
共
有

で
き
る
大
き
な
幸
せ
を
表
現
し
て
い
る
。

　

後
者
で
は
、
病
床
か
ら
見
え
る
栗
の
木
が
作
者
を
元
気
だ
っ
た
過
去
へ
と
導

き
、
現
在
の
み
じ
め
な
状
況
を
い
っ
そ
う
際
だ
た
せ
て
い
る
。
同
じ
俳
句
に
お

い
て
こ
こ
ま
で
解
釈
が
分
か
れ
る
例
も
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
。

（
5
）
飯
田
龍
太

●
秋し
ゅ
う

岳が
く

の　

の
び
極
ま
り
て　

と
ど
ま
れ
り

　

俳
人
蛇
笏
を
父
に
持
つ
龍
太
は
、
山
梨
の
自
然
に
親
し
み
句
作
を
続
け
た
。

「
秋
岳
」
と
は
、
秋
に
遙
か
に
望
む
高
い
山
の
意
で
あ
る
。

◎
こ
こ
か
ら
は
他
の
ど
ん
な
山
よ
り
も
高
い
富
士
山
が
見
え
て
い
る
。
見
上
げ

て
み
る
と
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ぐ
ら
い
伸
び
き
っ
て
い
る
。
一
番
上
の

頂
上
が
空
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
る
み
た
い
だ
。
あ
ん
な
に
堂
々
と
立
っ
て
い
る

富
士
山
を
見
て
私
も
悠
々
と
生
き
て
い
き
た
い
。（
森
田
麻
衣
子
）

◎
作
者
は
、
山
梨
に
あ
る
自
分
の
家
か
ら
富
士
山
を
見
て
い
た
。
富
士
山
は
も

う
既
に
伸
び
き
っ
て
し
ま
っ
て
こ
れ
以
上
伸
び
る
こ
と
は
な
い
。
自
分
の
俳
人

と
し
て
の
才
能
は
父
に
比
べ
ど
こ
ま
で
伸
び
る
の
だ
ろ
う
と
わ
く
わ
く
し
て
い

る
。（
東
野
拓
）

　

前
者
は
、
指
導
書
に
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
く
ら
い
の
模

範
的
文
章
で
あ
ろ
う
。

　

後
者
は
、「
秋
岳
」
と
は
遠
く
に
そ
び
え
立
つ
父
の
暗
喩
で
あ
る
と
し
、
そ

れ
を
い
つ
か
追
い
越
そ
う
と
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
。
作
者
の
事
情

を
ふ
ま
え
た
す
が
す
が
し
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

●
大た
い

寒か
ん

の　

一
戸
も
か
く
れ
な
き　

故
郷

　

望
郷
の
句
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、「
ど
の
よ
う
な
」
望
郷
な
の
か
に
つ

い
て
表
現
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

◎
や
っ
と
刑
務
所
か
ら
出
て
こ
れ
た
。
ど
こ
に
も
身
寄
り
が
な
い
の
で
、
久
々

に
故
郷
に
帰
っ
て
み
た
。
や
っ
ぱ
り
シ
ャ
バ
の
空
気
は
新
鮮
で
と
て
も
鋭
か
っ

た
。
故
郷
の
駅
に
着
く
と
そ
こ
は
昔
、
自
分
が
育
っ
て
き
た
頃
か
ら
何
ら
変
わ

っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
る
で
、
そ
こ
だ
け
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

そ
れ
に
、
ど
の
家
も
僕
に
背
を
向
け
ず
、
迎
え
入
れ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

っ
た
。
変
わ
っ
て
い
た
の
は
、
自
分
の
心
だ
け
だ
っ
た
。（
寄
川
航
）

◎
大
寒
の
こ
ろ
、
正
月
に
で
き
な
か
っ
た
帰
省
を
し
た
。
子
供
の
こ
ろ
か
ら
お

参
り
し
て
い
た
小
高
い
場
所
に
あ
る
神
社
を
目
指
し
、
山
道
を
登
っ
て
い
た
。

ふ
と
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
町
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
う
い
え
ば

子
供
の
こ
ろ
も
こ
こ
に
立
っ
て
、
自
分
が
町
を
見
守
る
ヒ
ー
ロ
ー
の
よ
う
だ
と

思
っ
て
い
た
も
の
だ
と
昔
が
思
い
出
さ
れ
た
。（
渡
邊
美
沙
）

　

前
者
は
、
変
わ
ら
な
い
故
郷
を
前
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
姿
を
対
比
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さ
せ
て
い
る
。
行
き
過
ぎ
た
創
作
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
は
ず
し

て
お
ら
ず
映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
の
よ
う
な
余
情
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　

後
者
は
、
か
つ
て
は
誰
も
が
考
え
大
人
に
な
る
に
し
た
が
い
い
つ
の
間
に
か

忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。
そ
れ
も
や
は
り
子
供
時
代
か
ら

変
わ
ら
な
い
故
郷
の
お
か
げ
か
。

●
か
た
つ
む
り　

甲
斐
も
信
濃
も　

雨
の
な
か

　

梅
雨
に
う
た
れ
続
け
て
い
る
も
の
は
他
に
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

◎
梅
雨
の
日
に
か
た
つ
む
り
が
い
る
。

　

そ
の
か
た
つ
む
り
は
毎
日
の
よ
う
に
降
っ
て
い
る
雨
に
う
た
れ
て
い
る
。
こ

の
小
さ
な
か
た
つ
む
り
も
山
梨
も
長
野
も
す
べ
て
同
じ
雨
に
う
た
れ
な
が
ら
時

は
流
れ
て
い
る
ん
だ
な
あ
。
や
っ
ぱ
り
自
然
は
大
き
い
な
と
感
じ
て
い
る
と
、

小
さ
な
事
で
悩
ん
で
て
も
無
駄
と
い
う
気
持
ち
が
わ
い
て
き
た
。（
竹
間
智
浩
）

◎
今
日
は
私
は
一
人
で
留
守
番
だ
。
妻
は
信
濃
に
い
る
。
夕
方
、
ヒ
マ
だ
っ
た

の
で
か
さ
を
さ
し
て
散
歩
に
出
か
け
た
。
す
る
と
か
た
つ
む
り
を
発
見
し
た
。

こ
ん
な
ジ
メ
ジ
メ
し
て
い
る
の
に
か
た
つ
む
り
は
、
う
れ
し
そ
う
に
見
え
た
。

私
も
そ
の
か
た
つ
む
り
を
見
て
い
た
ら
心
落
ち
着
く
。
ふ
と
妻
の
こ
と
が
気
に

な
っ
た
。
妻
も
も
し
か
し
た
ら
か
た
つ
む
り
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は

そ
の
か
た
つ
む
り
を
手
に
と
り
、
信
濃
の
方
の
空
に
手
を
伸
ば
し
て
み
た
。

（
大
江
奈
津
樹
）

　

前
者
は
、「
作
者
」
自
身
も
雨
の
な
か
に
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
時
の
流
れ
」、

「
自
然
の
大
き
さ
」
と
い
う
も
の
に
自
分
を
位
置
づ
け
た
時
、
新
た
な
視
点
が

開
か
れ
た
と
す
る
。

　

後
者
は
、「
甲
斐
」
と
「
信
濃
」
に
そ
れ
ぞ
れ
登
場
人
物
を
設
定
し
、
離
れ

て
い
る
二
人
を
つ
な
ぐ
ア
イ
テ
ム
と
し
て
「
か
た
つ
む
り
」
を
用
い
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
す
べ
て
を
包
む
も
の
と
し
て
「
雨
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品

は
、
十
七
文
字
に
よ
っ
て
想
像
で
き
う
る
一
つ
の
到
達
点
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

三　

ま
と
め

　

今
回
紹
介
し
た
生
徒
の
作
品
は
、
も
ち
ろ
ん
私
が
出
来
の
よ
い
も
の
、
論
点

を
明
示
し
や
す
い
も
の
を
総
数
四
五
〇
点
あ
ま
り
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に

つ
き
選
択
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
に
は
、
十
五
句
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
直
訳
調

か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒
が
数
名
い
た
こ
と
は
正
直
に
報
告
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
多
く
の
生
徒
は
、
回
を
追
う
ご
と
に
俳
句
世
界
を
正
確
か
つ
想
像

性
豊
か
に
受
け
取
り
、
表
現
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
証
拠

に
紹
介
す
べ
き
作
品
の
候
補
に
は
付
箋
を
つ
け
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
量
は
日

増
し
に
増
え
て
い
き
、
紹
介
で
き
る
二
点
を
選
択
す
る
の
に
う
れ
し
い
悲
鳴
を

上
げ
た
の
で
あ
る
。
優
秀
作
を
生
徒
に
配
布
す
る
時
も
、「
載
っ
て
い
な
い
か

ら
っ
て
怒
ら
ん
と
い
て
や
」
と
変
な
言
い
訳
を
し
て
い
た
。
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こ
の
こ
と
か
ら
も
「
生
徒
が
読
み
、
考
え
、
書
く
」
方
針
は
、
多
く
の
生
徒

に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
教
師
が
生
徒

を
俳
句
世
界
に
連
れ
て
行
く
と
い
う
よ
り
も
、
生
徒
た
ち
自
身
が
俳
句
世
界
に

自
ら
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
俳
句
の
十
七
文
字
を

き
っ
か
け
に
し
て
、
そ
の
奥
に
存
在
し
て
い
る
「
豊
か
で
多
様
な
」
文
学
世
界

を
発
見
し
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
生
徒
た
ち
自
身
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
べ
き
国
語
教
室
像
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
も
多
様
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
や
は
り
、
生
徒
た
ち
が
「
わ
か
っ
た
と
い
う
実
感
」、「
で
き
た
と
い
う
実

感
」、「
参
加
し
て
い
る
と
い
う
実
感
」
を
持
つ
こ
と
が
要
所
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
方
法
は
無
限
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
今
後
も
絶
え
ず
そ
の

発
見
と
改
良
に
努
め
て
い
き
た
い
。

【
補
注
】

①　

勤
務
校
で
あ
る
近
畿
大
学
附
属
高
等
学
校
・
中
学
校
（
東
大
阪
市
若
江
西
新
町
）

は
、
六
年
制
中
高
一
貫
コ
ー
ス
の
普
通
科
と
三
年
制
高
校
普
通
科
、
普
通
科
国
際
コ

ー
ス
、
理
数
科
を
有
す
る
私
立
の
共
学
校
で
あ
る
。
私
は
、
中
高
一
貫
コ
ー
ス
の
教

員
と
し
て
五
年
前
に
中
学
一
年
生
の
担
任
を
持
ち
、
そ
の
ま
ま
持
ち
上
が
っ
て
い
る
。

　
　

本
校
は
、
大
学
の
附
属
校
で
あ
る
が
、
無
試
験
で
近
畿
大
学
に
進
学
で
き
る
仕
組

み
を
と
っ
て
お
ら
ず
（
理
工
学
部
特
別
進
学
ク
ラ
ス
を
の
ぞ
く
）、
ほ
と
ん
ど
の
生

徒
が
大
学
受
験
を
経
験
す
る
。

　
　

二
〇
〇
三
年
度
に
私
の
担
当
科
目
お
よ
び
ク
ラ
ス
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　

六
年
生
（
高
三
）
文
系
普
通
ク
ラ
ス
・
現
代
文
（
三
単
位
）

　

六
年
生
（
高
三
）
近
畿
大
学
理
工
学
部
特
別
進
学
ク
ラ
ス
・
現
代
文
（
二
単
位
）

　

五
年
生
（
高
二
）
文
系
特
進
ク
ラ
ス
・
古
典
Ⅰ
（
四
単
位
）

　

五
年
生
（
高
二
）
文
系
普
通
ク
ラ
ス
1
・
現
代
文
（
三
単
位
）

　

五
年
生
（
高
二
）
文
系
普
通
ク
ラ
ス
2
・
現
代
文
（
一
単
位
）

　

五
年
生
（
高
二
）
文
系
普
通
ク
ラ
ス
1
・
古
典
Ⅰ
（
四
単
位
）

②　

過
去
の
模
擬
試
験
問
題
や
大
学
入
学
試
験
問
題
を
数
多
く
こ
な
さ
せ
、
丁
寧
な
解

説
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
得
点
率
（
偏
差
値
）
を
上
げ
よ
う
と
す
る
授
業
形
態
。

い
う
ま
で
も
な
く
想
像
力
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

③　
「
精
選　

現
代
文
」（
明
治
書
院
）

　
　

な
お
、
年
間
を
通
じ
て
取
り
組
ん
だ
教
材
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　

一
学
期
【
中
間
考
査
範
囲
】

　
　
「
風
の
学
校
」　

沢
木
耕
太
郎

　
　
「
山
月
記
」　　

中
島
敦

　
　
　
　

 

【
期
末
考
査
範
囲
】

　
　
「
冬
と
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」　

宮
沢
賢
治

　
　
「『
世
間
』
と
は
何
か
」　　

阿
部
謹
也

　

二
学
期
【
中
間
考
査
範
囲
】

　
　
「
朝
顔　

俳
句
十
五
句
」

　
　
「
頭
な
ら
び
に
腹
」　　

横
光
利
一

　
　
　
　

 

【
期
末
考
査
範
囲
】

　
　
「
鬼
灯　

短
歌
十
五
首
」

　
　
「
こ
こ
ろ
」　　

夏
目
漱
石

　

三
学
期
【
学
年
末
考
査
範
囲
】

　
　
「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」　

丸
山
真
男

④　

秋
の
朝
、
男
は
家
の
庭
を
眺
め
て
い
る
。
昨
晩
は
冷
え
た
の
で
た
く
さ
ん
の
露
で

濡
れ
て
い
る
。
働
き
者
の
蟻
は
、
朝
か
ら
庭
を
う
ろ
う
ろ
と
歩
き
回
っ
て
い
る
が
、
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不
意
に
落
ち
葉
に
つ
い
た
大
き
な
露
に
出
会
い
驚
い
た
様
子
な
の
が
お
か
し
い
な
あ
。

⑤　

月
の
輝
く
夜
、
男
は
雪
の
町
を
歩
い
て
い
る
。
行
き
先
は
特
に
決
め
て
は
い
な
い
。

空
き
地
に
目
を
や
る
と
、
降
り
積
も
っ
た
雪
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
月
の
光

に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
鋭
利
な
創
跡
の
よ
う
な
陰
が
の
ぞ
い
て
い
る
。

　
　

男
は
う
た
れ
た
よ
う
に
動
け
な
く
な
っ
た
。

⑥　

春
、
男
は
野
に
入
っ
て
い
っ
た
。
光
あ
ふ
れ
る
そ
の
場
所
は
全
く
別
世
界
の
よ
う

で
歩
い
て
い
て
心
地
よ
い
。
日
だ
ま
り
に
ご
ろ
ん
と
横
に
な
る
と
、
目
の
前
に
芽
を

出
し
た
ば
か
り
の
ぜ
ん
ま
い
が
小
さ
く
列
を
な
し
て
な
ら
ん
で
い
る
。
よ
く
見
る
と

芽
の
形
は
「
の
」
の
字
に
読
め
る
な
あ
。
寝
こ
ろ
ん
で
美
し
い
空
を
見
上
げ
る
と
こ

こ
が
仏
さ
ま
の
国
に
思
え
て
き
た
。


