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ひ
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と
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「
ひ
よ
こ
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材
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値
と
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１

は
じ
め
に

　
山
田
詠
美
の
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
は
今
や
高
校
定
番
教
材
と
な
り
つ
つ
あ
る
と

い
っ
て
よ
く
、
数
社
の
教
科
書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
教
材
的

意
義
と
い
う
点
で
十
分
考
察
が
深
め
ら
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
点
で
は
や
や
曖

昧
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
生
徒
に
近
し
い
現
実
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点

の
み
が
注
目
さ
心
、
ど
の
よ
う
な
他
者
と
の
出
会
い
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、

い
な
い
の
か
、
と
い
う
点
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、

単
な
る
「
生
」
と
「
死
」
の
描
か
れ
た
小
説
と
し
て
読
ま
れ
、
小
説
末
尾
の

「
ひ
よ
こ
の
目
」
に
つ
い
て
も
、
文
中
に
あ
る
「
諦
観
」
以
上
に
ど
の
程
度
読

み
が
深
め
ら
れ
て
き
た
の
か
、
疑
わ
し
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
五
十
嵐
哲
也
他

は
、
語
り
手
で
も
あ
る
亜
紀
を
「
自
己
の
行
動
や
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

ず
、
他
者
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
の
み
事
を
為
し
得
、
し
か
も
そ
の
行

五
八

篠
　
　
原
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志

為
に
対
し
て
も
他
者
か
ら
の
否
定
的
評
価
を
恐
れ
る
少
女
、
つ
ま
り
『
依
存
性

人
格
』
の
少
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
」
と
規
定
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
依
存
性
人
格
の
亜
紀
に
と
っ
て
、
幹
生
の
死
は
こ
う
し
た
外
的
対
象
喪

失
の
み
な
ら
ず
、
内
的
対
象
喪
失
を
引
き
起
こ
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

は
対
象
喪
失
が
実
際
の
幹
生
の
死
を
「
予
期
し
て
」
引
き
起
こ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
も
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の

内
的
対
象
喪
失
を
描
く
た
め
に
、
先
に
述
べ
た
「
生
」
を
見
つ
め
た
直
後

の
「
死
」
、
と
い
う
逆
転
的
構
造
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
間
違
い

な
い
。
（
中
略
）
す
な
わ
ち
亜
紀
は
依
存
性
人
格
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の

依
存
性
を
満
た
そ
う
と
し
て
、
自
ら
の
「
思
う
通
り
に
」
他
者
、
或
い
は

他
者
と
関
わ
る
な
か
で
発
生
し
て
い
く
人
生
が
動
く
こ
と
を
望
ん
で
い
た



わ
け
で
あ
り
・
、
そ
う
し
た
当
為
像
の
崩
壊
、
と
い
う
内
的
対
象
喪
失
が
幹

生
の
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
的
対
象
喪

失
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
亜
紀
の
依
存
性
人
格
を
揺
る
が
せ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　
こ
う
し
た
五
十
嵐
氏
の
論
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
、
亜
紀
を
「
依
存

性
人
格
」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
や
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
過
去
の
自
分
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
か
が
十
分
あ
き
ら
か
で
は
な
い
、
と
い
う

点
で
は
私
に
と
っ
て
や
や
不
満
も
残
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
こ
そ

が
、
語
り
手
、
あ
る
い
は
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
乱
〉
と
い
う
仕
掛
け
に
注
目

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
生
徒
が
そ
う
し
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

徒
は
、
貢
］
に
小
説
を
批
評
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
は
、
「
私
」
が
自
身
の
大
人
に
な
る
契
機
と
な
っ
た
こ

と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
作
品
で
大
人
に
な
っ
た
契
機

と
は
、
「
ひ
よ
こ
の
目
」
の
正
体
を
、
「
死
を
見
つ
め
る
目
」
＝
「
諦
観
」
だ
と
知

っ
て
し
ま
い
、
「
こ
の
年
齢
に
し
て
、
人
間
の
思
う
と
お
り
に
い
か
な
い
こ
と

が
あ
る
」
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
幹
生

の
死
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
幹
生
が
「
あ
の
公
園
で
、
確
か
に
生
き
よ

う
と
し
て
」
お
り
、
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し
い
人
だ
っ
た
」
に
も
か
か
わ

ら
ず
死
と
い
う
運
命
が
訪
れ
た
と
私
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
感
覚
で

も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
「
思
う
と
お
り
・
に
い
か
な
い
こ
と
が
あ
る
の
を
知
っ
て
し
ま
っ

た
」
と
い
う
感
覚
は
、
し
か
し
、
五
十
嵐
氏
も
言
わ
れ
る
と
お
り
、
裏
返
せ
ば
、

今
ま
で
は
「
思
う
と
お
り
に
い
か
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
の
を
知
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

２
　
私
の
読
み

　
改
め
て
、
読
み
直
し
て
み
る
と
、
私
に
は
こ
の
作
口

だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
ま
で
の
亜
紀
は
、
作
品
冒
頭
部
で
は
、
幹
生
の
目
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
が
、
そ
れ
以
外
は
「
私
た
ち
」
の
言
貝
、
い
わ
ば
「
皆
」
の
言
貝
で
あ
る
に

叩
は
以
下
の
よ
う
に
読
め
　
　
過
ぎ
な
い
。
幹
生
と
の
こ
と
が
噂
に
な
っ
て
か
ら
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
意
識

　
こ
の
作
品
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
「
ま
だ
中
学
三
年
生
で
し
か
な
か

っ
た
」
頃
を
ふ
り
か
え
っ
て
語
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
大
人
に
な
っ
た
「
私
」

が
子
ど
も
で
あ
っ
た
頃
を
ふ
り
か
え
っ
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

し
て
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
あ
る
種
、
自
意
識
過
剰

と
言
っ
て
い
い
ま
で
の
、
「
皆
」
の
言
貝
と
し
て
あ
ろ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
幹
生
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
「
私
」
は
人
目
を
気
に

し
な
く
な
る
。
し
か
し
、
「
私
は
、
そ
の
時
、
す
で
に
、
好
き
な
男
に
は
、
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

ん
き
な
幸
せ
を
授
け
た
い
と
願
う
ほ
ど
に
大
人
に
な
っ
て
い
た
」
と
語
ら
れ
な

が
ら
も
、
「
彼
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
そ
う
な
っ
た
ら
（
幹

生
が
悲
し
い
場
所
に
置
か
れ
た
ら
ー
篠
原
註
）
、
自
分
自
身
が
や
る
せ
な
い
だ

ろ
う
と
予
想
し
た
か
ら
だ
っ
た
」
と
告
白
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
人
へ
の
第

一
段
階
で
は
あ
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
も
「
自
分
勝
手
」
な
論
理
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
大
人
の
愛
と
い
う
も
の
が
、
互
い
を
互
い
と
し
て
尊
重
す
る
と
こ
ろ
に

生
ま
れ
る
と
し
た
ら
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
段
階
の
「
私
」
の
幹
生
に
対
す
る

愛
は
、
決
し
て
本
当
の
意
味
で
の
大
人
の
愛
で
は
な
か
っ
た
。
語
り
手
の

「
私
」
は
、
そ
う
し
た
自
分
を
ひ
そ
か
に
「
許
し
て
い
た
」
と
過
去
形
で
語
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
今
の
私
が
、
そ
の
よ
う
な
他
者
を
占
有
化
し
よ
う
と
い
う
愛

な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

　
「
私
」
の
当
時
の
愛
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
私
」
と
幹
生
は
、

や
が
て
公
園
で
、
互
い
の
愛
を
告
白
す
る
が
、
そ
こ
で
も
微
妙
な
ず
れ
が
生
じ

て
い
る
。
「
私
」
は
「
私
と
話
し
て
い
る
と
き
は
、
私
が
相
沢
君
の
こ
と
笑
わ

せ
て
あ
げ
ら
れ
る
か
ら
い
い
け
ど
、
丁
人
の
と
き
は
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
ら
」

と
言
う
。
こ
こ
に
は
幹
生
を
占
有
化
し
た
い
、
あ
る
い
は
自
己
化
し
た
い
と
い

う
欲
求
が
あ
る
。
一
方
、
「
大
人
っ
ぽ
い
」
と
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
評
さ
れ
た
幹

生
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
亜
紀
っ
て
変
な
や
つ
だ
も
ん
。
お
れ
の
目
が
懐
か
し

い
っ
て
言
っ
た
り
し
て
さ
」
と
言
う
。
「
私
」
の
幹
生
に
対
す
る
愛
が
、
幹
生

を
自
己
の
所
有
と
す
る
こ
と
に
近
い
、
自
己
と
未
分
化
な
も
の
と
考
え
て
い
る
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こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
幹
生
は
亜
紀
を
別
個
の
（
「
変
な
」
）
人
格
と
し
て

眺
め
る
。
「
私
」
に
と
っ
て
の
幹
生
が
自
己
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ク
ラ
ス

メ
ー
ト
と
の
関
係
も
、
「
皆
」
の
中
の
∵
人
と
し
て
、
自
己
化
さ
れ
た
も
の

（
あ
る
い
は
他
者
化
さ
れ
た
自
己
）
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
に
対
し
て
、
幹
生

は
常
に
孤
高
の
人
で
あ
り
続
け
る
。
幹
生
に
と
っ
て
、
他
者
は
他
者
で
あ
り
続

け
る
。
「
私
」
と
の
恋
愛
を
確
認
し
あ
っ
た
後
も
、
結
局
、
父
親
に
自
殺
の
道

連
れ
に
さ
れ
る
運
命
を
受
け
入
れ
て
い
る
（
と
語
り
手
の
「
私
」
は
考
え
て
い

る
）
の
だ
か
ら
、
「
私
」
の
解
釈
し
た
、
幹
生
の
「
諦
観
」
と
は
、
自
己
の
問

題
と
し
て
の
家
庭
の
問
題
と
、
他
者
の
問
題
と
し
て
の
恋
愛
を
区
別
す
る
こ
と

だ
と
も
言
え
る
。
そ
こ
に
「
大
人
っ
ぽ
い
」
と
評
価
さ
れ
る
所
以
も
あ
ろ
う
。

逆
に
「
私
」
は
、
常
に
自
分
か
所
有
で
き
る
他
者
を
求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
「
私
」
が
、
幹
生
と
、
幹
生
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
で
手
を
握
り
合
う
行
為
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
エ
ロ
ス
的
行
為
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
幹
生
に
と
っ
て
は
「
も

し
か
し
た
ら
、
な
ん
と
か
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
現
実
を
生
き
る
た
め

の
行
為
で
あ
る
。
一
方
、
「
私
」
に
と
っ
て
は
「
甘
い
毒
の
よ
う
に
」
現
実
を

忘
れ
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
の
だ
。
幹
生
は
常
に
、
「
死
」
と
い
う
他
者
を
見
つ

め
続
け
る
。
し
か
し
「
私
」
は
幹
生
の
「
死
」
と
い
う
「
了
解
不
能
の
《
他

払
》
」
を
「
な
つ
か
し
さ
」
と
し
て
感
じ
な
が
ら
も
、
結
局
、
「
恐
ろ
し
さ
の
あ

ま
り
」
恋
を
し
た
の
だ
と
、
語
り
手
の
「
私
」
は
認
識
し
て
い
る
。



　
そ
う
し
た
「
私
」
は
、
幹
生
の
死
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
死
の
予
測
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
現
実
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
「
私
」
は
、

幹
生
の
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
姿
勢
に
、
改
め
て
気
付
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
幹

生
の
こ
と
を
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し
い
人
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

例
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
幹
生
は
死
に
よ
っ
て
「
私
」
か
ら
永
久
に
奪
わ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し
い
人
だ
っ
た
の
に
」
と
は

「
私
」
の
「
悔
し
さ
」
を
表
す
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
。

　
幹
生
は
む
し
ろ
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し
い
」
、
「
あ
の
時
、
確
か
に
生
き

よ
う
と
し
て
い
た
」
か
ら
こ
そ
、
そ
の
死
は
私
を
揺
さ
ぶ
る
。
そ
れ
は
「
私
」

が
い
う
よ
う
に
、
「
衝
撃
」
で
は
な
く
、
「
悔
し
さ
」
で
あ
る
。
「
人
生
に
対
し

て
礼
儀
正
し
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
礼
儀
正
し
い
か
ら
こ
そ
死
な
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
対
す
る
「
悔
し
さ
」
な
の
で
あ
る
。

　
牛
山
恵
氏
は
「
私
」
の
中
の
幹
生
と
ひ
よ
こ
の
目
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
『
私
』
は
、
ひ
よ
こ
を
救
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
相
沢
を
救
え
な
い
こ

と
に
連
関
し
て
い
る
と
、
そ
こ
に
因
果
律
の
よ
う
な
も
の
を
見
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
が
、
真
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
相
沢
と
『
私
』
と
は
、
結
局
、

人
間
く
さ
い
世
俗
的
な
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
ま
ま
の
、
相
手
の
人
生
に

踏
み
込
ま
な
い
ま
ま
の
美
し
く
は
か
な
い
関
係
だ
っ
た
か
ら
、
『
私
』
は

　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

何
も
し
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
仇
。

　
鋭
い
指
摘
だ
と
思
う
。
特
に
「
私
」
の
見
る
世
界
は
い
わ
ば
、
「
私
」
の
主

観
に
基
づ
く
世
界
に
過
ぎ
ず
、
現
実
と
し
て
「
幹
生
」
と
「
ひ
よ
こ
」
の
そ
れ

ぞ
れ
の
死
は
別
個
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
両
者

が
世
俗
的
な
つ
な
が
り
・
を
も
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
。

　
し
か
し
、
幹
生
の
死
は
、
「
私
」
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
、
幹
生
の
「
ひ
よ

こ
の
目
」
に
起
因
す
る
こ
と
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
十
分
、
留

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
私
」
の
立
場
か
ら
い
う
と
き
、
「
ひ
よ
こ
の

目
」
を
意
識
し
、
幹
生
を
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し
い
」
と
意
識
す
る
こ
と

は
、
幹
生
が
生
き
る
べ
き
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
生
き
得
ぬ
存
在
と
し
て
意
識

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
私
」
に
と
っ
て
、
「
私
」
の
愛
、
幹
生
と
「
手

を
握
」
り
合
う
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
は
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
え
な
い
こ
と
を
悟

る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。

　
誰
も
誰
か
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
誰
も
、

占
有
に
よ
っ
て
他
者
を
救
う
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
私
は
、
幹
生
の
死
に

よ
っ
て
そ
の
こ
と
に
思
い
至
ら
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
そ
こ
で
始
め
て
、

そ
れ
ま
で
の
「
〈
私
の
中
の
他
物
〉
」
を
倒
壊
さ
せ
、
「
死
」
を
他
者
と
し
て
認

識
す
る
。
「
死
ぬ
な
ん
て
憎
ら
し
い
こ
と
だ
」
と
。
同
時
に
幹
生
や
、
あ
る
い

は
「
ひ
よ
こ
の
目
」
を
も
つ
、
死
と
隣
接
す
る
誰
か
と
い
う
、
私
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」
と
漫
遁
し
か
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
私
」
は
「
死

と
い
う
も
の
を
見
つ
め
て
い
る
」
は
ず
の
人
物
に
、
尋
ね
て
み
た
い
衝
動
に
駆

ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
衝
動
に
身
を
任
せ
ら
れ
な
い
自
己
を
見
つ
め
て
い
る
。

い
わ
ば
、
他
者
を
他
者
と
し
て
捉
え
な
が
ら
、
決
し
て
そ
れ
に
踏
み
込
む
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
る
の
だ
。

　
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
、
幹
生
を
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
追
悼
し
よ
う
と

す
る
意
図
は
希
薄
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
追
悼
と
い
う
範
躊

を
越
え
て
、
幹
生
の
死
を
冷
徹
に
受
け
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
私
」
は
幹

生
の
死
を
悼
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
、
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し
い
人
」
が

死
ぬ
と
い
う
不
条
理
を
憎
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
他
者
を
占
有
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

他
者
の
姿
を
諦
観
と
し
て
捉
え
る
捉
之
方
は
、
一
つ
の
気
づ
き
で
は
あ
っ
て
も
、

他
者
を
己
の
理
解
で
き
る
範
囲
で
割
り
切
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か

ら
だ
。
今
の
「
私
」
は
そ
の
よ
う
な
方
法
で
過
去
を
再
構
成
し
つ
つ
、
自
己
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
定
し
つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
。
過
去
を
「
諦
観
」
と

い
う
言
葉
で
割
り
切
ろ
う
と
す
る
彼
女
の
姿
勢
は
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉

か
ら
み
た
と
き
、
や
は
り
「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」
に
出
会
う
機
会
を
逃
し
、

死
を
「
〈
私
の
中
の
他
者
〉
」
化
す
る
姿
勢
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
の
だ
。

　
　
　
　
３
　
幹
生
の
み
つ
め
る
も
の

さ
て
、
中
高
一
貫
の
男
子
校
で
あ
る
本
校
で
も
、
こ
の
数
年
、
い
わ
ゆ
る
不

す
る
愛
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
人
生
の
不
条
理
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
は
　
　
登
校
傾
向
な
ど
の
「
し
ん
ど
く
な
る
生
徒
」
が
増
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
あ

や
過
去
に
は
戻
れ
な
い
。
変
容
す
る
自
己
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
と
き
、
「
な
つ
か
し
む
べ
き
こ
と
」
と
し
て
の
過
去
を
語
っ
て
い
く
。

　
語
り
手
と
し
て
の
「
私
」
が
自
己
の
変
容
し
て
し
ま
っ
た
過
程
と
し
て
の
幹

生
の
生
と
死
を
語
り
、
他
方
、
〈
機
能
と
し
て
の

「
な
つ
か
し
む
べ
き
こ
と
」
の
あ
る
彼
女
の
今
を

｀　弓五

叩
り
手
〉
が
、
大
人
と
し
て

変
容
す
る
自
己
を
受
け
入

れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
、
そ
し
て
、
空
虚
感
に
支
配
さ
れ
た
彼
女
の
姿
を
、

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
同
時
に
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
は
そ
の
姿
を
描
写
す
る
こ
と

で
語
り
手
を
批
評
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
私
の
持
っ
た
空
虚
感
、
あ
る
い
は

る
先
輩
教
員
と
話
し
合
っ
た
と
き
、
そ
の
先
輩
教
員
が
「
彼
ら
は
ギ
ャ
ラ
を
演

じ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
分
析
さ
れ
加
。
「
ひ
よ
こ

の
眼
」
の
教
材
価
値
が
前
述
の
よ
う
に
、
生
徒
に
、
自
己
化
し
た
他
者
と
い
う

も
の
が
崩
壊
し
、
「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」
が
出
現
す
る
過
程
を
見
つ
め
さ
せ

る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
、
少
し
で
も
生
徒
達
が
、
自

分
か
ち
の
フ
私
の
中
の
他
者
〉
」
を
倒
壊
さ
せ
る
た
め
の
一
助
と
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
。
そ
の
際
、
必
要
に
な
る
の
は
語
り
手
と
い
う
存
在
を
絶
対

化
せ
ず
、
生
徒
を
語
り
手
と
対
等
の
立
場
に
引
き
上
げ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
以
下

の
実
践
は
、
本
校
の
二
〇
〇
六
年
度
の
高
校
一
年
生
（
一
ク
ラ
ス
四
五
名
Ｘ
五



ク
ラ
ス
×
週
２
コ
マ
）
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
授
業
に
あ
た
っ
て
藤
原

和
好
氏
の
提
唱
さ
れ
る
「
語
り
合
う
文
学
の
授
業
」
に
お
け
る
「
出
会
い
」
↓

「
読
み
深
め
」
↓
「
交
流
」
と
い
う
三
段
階
の
指
導
過
程
を
参
考
に
し
旭
。

　
実
際
の
授
業
で
は
、
一
時
間
目
に
通
読
し
て
、
語
句
な
ど
の
説
明
を
し
、
二

時
間
目
に
プ
ロ
ッ
ト
上
の
問
題
点
を
中
心
に
し
た
説
明
を
し
た
。
そ
の
後
、
三

時
間
目
で
、
次
の
よ
う
な
設
問
を
出
し
て
、
提
出
さ
せ
た
。
私
の
文
学
教
材
の

授
業
で
は
、
こ
う
し
た
設
問
を
出
し
た
後
、
そ
の
答
え
の
幾
つ
か
を
生
徒
の
作

文
の
中
か
ら
抽
出
し
、
「
現
代
国
語
通
信
」
と
い
う
プ
リ
ン
ト
と
し
て
配
布
し

て
い
る
。

問
一
　
こ
の
作
品
で
、
幹
生
は
ど
ん
な
性
格
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
。

あ
な
た
の
分
析
も
交
え
て
答
え
よ
。

問
二
　
作
品
後
半
の
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し

な
意
味
か
。
あ
な
た
の
分
析
も
交
え
て
答
え
よ
。

Ｔ
彼
は
背
負
い
切
れ
ぬ
ほ
ど
の
「
も
の
」
を
背
負
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
誰

に
も
話
さ
ず
、
自
分
一
人
で
苦
悩
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ふ

り
を
見
せ
ず
、
元
気
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
何
事
も
自
分
で
解
決
し
、

他
人
に
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
す
る
強
い
性
格
だ
。

四
時
間
目
に
こ
う
し
た
幹
生
の
人
物
像
を
中
心
に
議
論
し
た
。

Ｔ
：
「
前
に
書
い
て
も
ら
っ
た
け
ど
、
幹
生
っ
て
ど
ん
な
奴
な
ん
や
ろ
う
ね
」

Ｓ
Ｉ
：
「
孤
独
、
っ
て
い
う
か
孤
高
の
性
格
っ
て
感
じ
」

Ｓ
２
：
「
で
も
、
そ
れ
っ
て
幹
生
が
人
に
交
わ
ら
な
い
、
暗

こ
と
ち
ゃ
う
の
ん
？
」

い
奴
や
っ
て
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
：
「
そ
う
い
う
こ
と
書
い
た
人
も
、
一
通
り
読
ん
で
み
て
、
ど
う
？
　
幹
生

い
人
」
と
は
ど
の
よ
う
　
　
っ
て
た
だ
暗
い
だ
け
？
」

問
三
　
こ
の
作
品
で
、
「
私
」
は
冒
頭
、
「
私
は
、
そ
の
時
、
ま
だ
中
学
三

年
生
た
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
「
中
学
三
年
生
」
で
あ
っ
た
頃
の
「
私
」

は
ど
ん
な
性
格
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
。
あ
な
た
の
分
析
も
交
え
て
答

え
よ
。

問
一
で
は
次
の
よ
う
な
答
え
が
多
か
っ
た

　
　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

Ｓ
３
：
「
て
い
う
か
、
亜
紀
も
言
っ
て
る
け
ど
『
私
を
含
め
た
さ
さ
い
な
事
が

ら
に
、
と
て
も
興
味
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
何
か
に
対
し
て
心
を

砕
い
て
』
い
た
ん
ち
ゃ
う
の
？
」

Ｔ
：
「
そ
う
や
ね
。
で
も
、
そ
の
『
何
か
』
　
っ
て
、
結
局
、
何
や
っ
た
ん
？
」

Ｓ
４
：
「
自
分
の
家
の
家
庭
事
情
、
貧
乏
さ
。
」

Ｔ
：
「
そ
う
か
な
。
実
際
は
別
と
し
て
、
語
り
手
の
、
現
在
の
亜
紀
は
ど
う
か

ん
が
え
て
る
ん
や
っ
た
？
　
幹
生
の
ひ
と
み
っ
て
い
う
の
は
ひ
よ
こ
の
目
と
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

な
じ
や
っ
た
ん
や
か
ら
…
」

Ｓ
５
：
「
そ
う
か
、
自
分
が
死
ぬ
っ
て
い
う
運
命
を
予
測
し
て
、
そ
れ
で
他
の

ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
親
し
く
な
れ
へ
ん
か
っ
た
ん
や
」

Ｔ
：
「
そ
う
。
そ
う
す
る
と
、
幹
生
に
と
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
現
在
の
語
り

手
の
亜
紀
の
想
定
す
る
幹
生
に
と
っ
て
は
、
死
と
い
う
の
は
定
め
ら
れ
た
運
命

や
っ
た
わ
け
や
ね
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

ろ
向
き
な
の
で
は
な
い
。
多
く
の
生
徒
が
指
摘
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
人
生
を

前
向
き
に
最
期
ま
で
生
き
よ
う
と
す
る
様
が
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し
い
」

事
だ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

４
　
語
り
手
の
気
づ
き
へ

　
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
過
去
の
亜
紀
と
、
今
の
語
り
手
と
し
て
の
亜

紀
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
問
三
、
か
つ
て

　
五
時
間
目
に
、
問
二
の
「
人
生
に
対
し
て
礼
儀
正
し
い
人
」
に
つ
い
て
議
論
　
　
の
亜
紀
に
つ
い
て
の
生
徒
の
意
見
を
プ
リ
ン
ト
に
し
、
議
論
し
た
。
問
三
で
多

し
た
。
問
二
で
多
か
っ
た
答
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
か
っ
た
答
え
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

Ｈ
自
分
が
近
く
死
ぬ
運
命
に
あ
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
せ
ず
、
ま
た
人
に
も
そ
の
こ
と
を
告
白
し
、

同
情
を
求
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
た
だ
静
か
に
そ
の
運
命
を
受
け
入
れ

て
い
た
。

　
こ
う
し
た
意
見
を
中
心
に
議
論
し
た
。
そ
の
結
果
、
幾
つ
か
の
共
通
認
識
が

生
徒
の
間
か
ら
抽
出
で
き
た
。
ひ
と
つ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
が

「
死
を
見
つ
め
る
瞳
」
で
あ
る
以
上
、
幹
生
の
「
人
生
に
対
す
る
礼
儀
正
し
い
」

様
と
は
、
当
然
「
死
を
見
つ
め
た
」
「
死
を
予
感
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
、
決
し
て
、
「
人
生
に
対
」
し
て
後

Ⅲ
「
中
学
三
年
生
」
の
「
私
」
は
他
人
に
恋
を
し
て
い
る
と
か
ら
か
わ
れ

る
事
を
嫌
が
っ
た
り
（
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
・
）
、
自
分
か
解
決
で
き
な
い

う
や
む
や
と
し
た
疑
問
を
ど
こ
ま
で
も
追
究
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

思
う
と
お
り
に
い
か
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
純
粋
無
垢
な
「
子
供
」

の
よ
う
な
性
格
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
子
供
」
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

（
幹
生
と
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
だ
け
で
、
）
幹
生
の
絶
望
感
を
共
有
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」

は
、
過
去
の
「
私
」
を
未
熟
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
見
を
元
に
、
六
・
七
時
間
目
で
議
論
を
レ
、
さ
ら
に
、
八
時
間



目
に
、
そ
こ
で
の
意
見
を
も
と
に
生
徒
と
議
論
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
問
題
は
、

亜
紀
が
何
に
気
付
き
、
何
故
こ
の
よ
う
な
物
語
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

Ｔ
：
「
語
り
手
の

ん
や
ろ
う
な
？
」

ね
ん
け
ど
、
そ
れ
っ
て
ど
こ
か
探
し
て
み
。
」

Ｓ
２
：
「
『
彼
の
ひ
と
み
に
は
、
相
変
わ
ら
ず
涙
の
膜
が
張
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
け
れ
ど
そ
れ
は
決
し
て
う
わ
の
そ
ら
の
涙
で
は
な
い
。
私
が
そ
ば
に
い

る
こ
と
が
、
彼
の
ひ
と
み
を
ぬ
ら
し
て
い
る
に
違
い
な
い
の
だ
』
」

い
ま
の
亜
紀
っ
て
、
何
で
こ
ん
な
物
語
を
語
ろ
う
と
し
て
る
　
　
Ｔ
：
「
そ
こ
や
な
。
そ
の
場
面
で
亜
紀
は
幹
生
の
内
側
に
い
る
と
い
う
か
、
エ

Ｓ
Ｉ
：
「
先
生
、
前
、
こ
の
小
説
は
過
去
を
相
対
化
し
て
語
っ
て
る
て
い
う
て

た
や
ん
。
」

Ｔ
：
「
そ
れ
は
、
語
ら
れ
方
で
は
あ
る
け
ど
、
語
る
理
由
ち
ゃ
う
わ
な
。
」

Ｓ
２
：
「
大
人
に
な
る
こ
と
」

Ｔ
：
「
じ
ゃ
あ
大
人
に
な
る
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
？
　
前
、
幹
生
は
、
大
人

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
っ
て
い
う
て
た
よ
ね
。
前
の
ノ
ー
ト
見
て
み
て
。
」

Ｓ
３
：
「
自
己
の
境
界
の
内
に
、
他
者
を
入
れ
よ
う
と
し
な
い
人
。
」

Ｔ
：
「
う
ん
、
誰
か
も
書
い
て
た
け
ど
、
そ
れ
っ
て
、
『
山
月
記
』
の
李
徴
の
よ

う
な
、
尊
大
な
羞
恥
心
な
の
じ
ゃ
な
く
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
は
自
他
の
別
を

知
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
る
な
。
」

Ｓ
Ｉ
：
「
先
生
、
そ
し
た
ら
亜
紀
が
子
供
か
ら
大
人
に
な
る
っ
て
、
自
他
の
別

を
知
る
っ
て
こ
と
？
」

Ｔ
：
「
そ
う
や
な
、
亜
紀
と
幹
生
が
付
き
合
い
だ
し
て
い
る
場
面
で
、
亜
紀
が

幹
生
の
恋
人
と
し
て
自
信
を
持
っ
て
る
こ
と
を
表
す
よ
う
な
言
葉
が
出
て
く
る

　
　
　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

ロ
ス
に
よ
っ
て
一
体
化
し
て
い
る
と
お
も
っ
て
い
た
は
ず
や
。
で
も
、
幹
生
は

違
っ
た
わ
け
や
な
。
幹
生
は
大
人
と
し
て
、
自
分
の
本
当
の
苦
し
み
を
亜
紀
に

も
漏
ら
す
こ
と
な
く
死
ん
で
い
く
。
少
な
く
と
も
語
り
手
に
そ
う
思
え
て
る
。
」

Ｓ
３
：
「
先
生
、
最
後
の
『
ひ
よ
こ
の
目
』
っ
て
い
う
の
も
こ
れ
と
関
係
す
ん

の
ん
？
」

Ｔ
：
「
お
前
は
ど
う
思
う
ね
ん
？
」

Ｓ
３
：
「
う
～
ん
、
声
を
か
け
へ
ん
っ
て
い
う
こ
と
は
自
他
の
別
を
知
る
っ
て

い
う
こ
と
や
と
思
う
。
」

Ｔ
：
「
う
ん
。
亜
紀
が
『
ひ
よ
こ
の
目
』
を
も
つ
人
を
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
け
ど
、
声
を
か
け
ら
れ
へ
ん
の
や
な
。
こ
れ
は
声
を
か
け
へ
ん
と
い
う
よ

り
、
か
け
ら
れ
へ
ん
の
ん
ち
ゃ
う
か
？
　
所
詮
、
自
分
は
他
の
人
に
は
成
り
代

わ
れ
へ
ん
わ
な
。
そ
う
い
う
こ
と
が
亜
紀
に
、
幹
生
の
死
を
き
っ
か
け
に
わ
か

っ
て
い
く
の
ん
ち
ゃ
う
か
な
？
」

Ｓ
３
：
「
そ
れ
っ
て
う
れ
し
い
こ
と
？
」

Ｔ
：
「
そ
ん
な
わ
け
な
い
わ
な
。
む
し
ろ
、
苦
し
い
や
ろ
。
自
分
の
信
じ
て
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

も
ん
が
崩
れ
て
し
ま
う
ん
や
か
ら
。
し
か
も
、
亜
紀
は
頭
で
わ
か
っ
て
て
も
、

身
体
は
相
手
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
ん
や
。
手
を
握
り
し
め
る
っ
て
そ
う
い

う
こ
と
や
ろ
う
。
で
も
、
苦
し
い
と
き
っ
て
お
前
ら
な
ら
ど
う
す
る
？
」

Ｓ
４
：
「
親
と
か
友
達
と
か
信
用
で
き
る
人
に
話
す
か
な
。
」

Ｓ
５
：
「
で
も
ほ
っ
と
い
て
ほ
し
い
と
き
も
あ
る
で
。
」

Ｔ
：
「
う
ん
、
ま
と
め
る
と
、
苦
し
み
の
た
だ
中
に
い
る
と
き
は
、
語
れ
へ
ん

の
や
な
。
逆
に
い
う
と
、
語
る
と
い
う
こ
と
は
…
。
」

Ｓ
６
：
「
自
分
を
冷
静
に
見
ら
れ
て
る
。
」

Ｔ
：
「
そ
う
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
亜
紀
が
語
る
理
由
も
あ
る
訳
や
。
自
分
と
い

う
も
ん
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
一
旦
崩
れ
て
、
ま
た
再
生
す
る
。
そ
の
苦
し

み
の
中
で
語
り
・
が
生
ま
れ
る
ん
や
。
も
ち
ろ
ん
、
今
の
、
『
私
』
が
過
去
を
な

つ
か
し
が
っ
て
る
っ
て
い
う
話
は
前
出
た
通
り
や
な
。
そ
れ
と
、
苦
し
み
を
知

っ
た
立
場
か
ら
は
人
生
は
ど
う
見
え
る
や
ろ
？
」

Ｓ
７
：
「
空
し
さ
、
と
か
・
・
・
」

Ｔ
：
「
そ
れ
が
語
り
手
の
見
方
や
な
。
そ
の
空
し
さ
こ
そ
、
実
は
、
語
り
手
の

聞
い
て
欲
し
い
こ
と
な
ん
ち
ゃ
う
か
な
。
そ
れ
が
、
こ
な
い
だ
の
質
問
の
亜
紀

の
『
ひ
よ
こ
の
目
』
と
も
関
わ
る
か
も
し
れ
ん
な
。
」

Ｓ
８
：
「
う
～
ん
。
『
ひ
よ
こ
の
眼
』
っ
て
、
生
き
る
っ
て
大
事
な
ん
や
で
っ
て

い
う
こ
と
だ
け
書
い
た
小
説
か
と
思
っ
て
た
ら
、
意
外
に
奥
深
い
ん
で
す
ね

え
。
」

５
　
お
わ
り
に

六
六

　
こ
れ
ら
の
授
業
後
、
「
『
ひ
よ
こ
の
眼
』
で
学
ん
だ
こ
と
を
ふ
ま
え
て
自
分
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
つ
い
て
論
ぜ
よ
」
と
い
う
設
問
を
出
し
た
。
そ

こ
に
は
彼
ら
な
り
の
語
り
手
へ
の
批
評
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
〈
機

能
と
し
て
の
語
り
手
〉
の
顕
現
は
あ
る
と
考
え
る
。
彼
ら
の
論
の
一
つ
を
あ
げ

る
。

Ⅳ
他
者
と
関
わ
ら
な
け
れ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
形
成
さ
れ
な
い
。
そ

し
て
そ
の
た
め
に
は
な
る
べ
く
多
く
の
他
者
と
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
普
通
の
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
、
青
年
期
に
出
会
う
こ
と

の
出
来
る
他
者
は
限
ら
れ
て
い
る
。
亜
紀
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

「
学
校
」
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
に
短
く
て
も
九
年
は
、
封
印
さ
れ
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
他
者
と
関
わ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
い

て
他
者
に
依
存
し
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。

　
①
「
自
己
の
中
に
他
者
を
持
つ
こ
と
」
。
こ
れ
は
一
つ
の
解
決
策
で
あ
る

手

の
亜
紀

が
そう

で

あ
っ
た
よ
う

に

¬自

分

の
意
識

の中

に
他
者

を
作

と
思
う

¬自
己

の
中

に
他
者

を
持

つ

と
は

ど
う

いう
こ

と
か

語
り



り
出
す
。
」
つ
ま
り
・
、
自

る
、
白
｛

と
は
逆
の
存
在
を

②
た
だ
し
、

り
返
す

の

動
に
対
し
て
そ

す
る
の
で
あ
る
。

自

∵
人
で
は
ア
イ

を

判
し
よ
う
と
す
　
　
た
ち
は
、
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
を
読
み
つ
つ
次
第
に
自
己
の
問
題
点
に
も
気
付
き

　
　
　
　
　
　
　
　
始
め
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
教
室
と
い
う
「
他
者
」
の
中
に
隠
れ
て
い
る
自
分

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
形

成
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
独
り
よ
が
り
の
価
値
観
を
作
り
だ
す
だ
け
だ
。

あ
く
ま
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
他
者
か
ら
常
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、

　
　
自
己
の
中
で
批
判
し
あ
い
育
て
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
傍
線
部
①
で
、
こ
の
生
徒
は
「
私
」
の
気
づ
き
を
一
旦
、
肯
定
す
る
。
し
か

し
、
傍
線
部
②
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
、
所
詮
自
分
の
内
側
で
の
他
者
に
し
か

過
ぎ
な
い
危
険
性
を
主
張
し
て
い
る
。

　
語
り
手
の
「
私
」
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
過
去
を
フ
私
の
中
の
他

者
〉
」
化
し
て
い
る
部
分
や
、
思
い
出
を
美
化
し
て
い
る
側
面
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
私
は
授
業
の
中
で
そ
れ
ら
の
こ
と
を
あ
え
て
指
摘
し
な
か
っ
た
。
語
り

手
へ
の
批
評
こ
そ
生
徒
と
い
う
読
者
が
す
べ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
作
品
は
語
り
手
、
及
び
、
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
に
注
目
す
る
こ
と
で

姿
を
変
え
る
。
単
な
る
プ
ロ
ッ
ト
の
集
積
で
あ
る
こ
と
を
や
め
小
説
と
し
て
生

き
出
す
の
で
あ
る
。
『
ひ
よ
こ
の
眼
』
で
い
え
ば
、
語
り
手
へ
の
注
目
が
、
単

な
る
「
生
と
死
」
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
停
止
さ
せ
、
フ
私
の
中
の
他
者
〉
」

か
ら
「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」
へ
と
い
う
問
題
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
と

き
、
生
徒
は
初
め
て
、
語
り
手
と
対
等
な
立
場
に
立
っ
て
小
説
を
批
評
し
、
そ

れ
を
自
分
の
実
生
活
に
転
移
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
生
徒

　
　
　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

た
ち
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
『
ひ
よ
こ
の
眼
』
と
い
う
教
材
を
実
践
し
て
い
く

中
で
、
少
し
は
彼
ら
に
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。

注①
　
牛
山
恵
氏
は
「
山
田
詠
美
『
ひ
よ
こ
の
眼
』
の
教
材
価
値
」
（
田
中
実
・
須
貝
千

　
里
編
『
〈
新
し
い
作
品
論
〉
　
へ
、
〈
新
し
い
教
材
論
〉
　
へ
６
』
、
右
文
書
院
、
一
九
九

　
九
年
七
月
）
の
中
で
、
教
材
と
し
て
ま
ず
、
「
晩
年
の
子
供
」
が
注
目
さ
れ
た
経
緯

　
に
触
れ
、
「
そ
れ
は
そ
の
題
材
の
き
わ
だ
っ
た
現
代
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と

　
述
べ
ら
れ
、
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
が
「
教
材
と
し
て
二
番
手
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ

　
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。

②
　
五
十
嵐
哲
也
「
教
育
の
場
に
と
り
こ
ま
れ
た
『
ひ
よ
こ
の
眼
』
－
山
田
詠
美
『
ひ

　
よ
こ
の
眼
』
の
教
材
化
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
学
芸
国
語
教
育
研
究
』
　
▽
几
九
九
年
一

　
〇
月
）
。

③
　
田
中
実
「
小
説
の
〈
読
ま
れ
方
〉
に
対
す
る
〈
読
み
方
〉
の
提
起
、
〈
語
り
〉
の

　
問
題
」
（
大
槻
和
夫
・
須
貝
千
里
と
の
対
談
）
（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
『
こ
れ
か

　
ら
の
文
学
教
育
に
ゆ
く
え
』
右
文
書
院
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）
。
ま
た
、
田
中
氏
は

　
「
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
」
に
つ
い
て
、
「
一
人
称
の
〈
批
評
す
る
語
り
手
〉
は
こ

　
れ
を
対
象
化
し
た
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
を
想
定
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ

　
る
（
田
中
実
「
断
想
Ⅲ
－
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
後
の
文
学
研
究
・
文
学
教
育
の
地
平
を

　
拓
く
ー
」
『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
六
年
八
月
）
。

④
　
田
中
実
「
〈
読
み
の
ア
ナ
ー
ー
キ
ー
〉
＝
『
還
元
不
可
能
な
複
数
性
』
を
超
え
て
」

　
（
『
小
説
の
力
－
新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
』
、
大
修
館
書
店
、
▽
几
九
六
年
二
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
　
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

⑤
　
注
１
前
掲
論
文
。

⑥
　
注
４
前
掲
論
文
。

⑦
　
成
田
信
子
氏
は
、
大
学
生
に
な
ろ
う
と
す
る
卒
業
生
が
「
ギ
ャ
ラ
を
演
じ
つ
つ
」

　
と
言
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
そ
の
高
校
と
い
う
場
で
は
自
分

　
は
そ
う
い
う
『
ギ
ャ
ラ
』
を
創
っ
て
み
た
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
る
と
さ
れ

　
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
　
　
卒
業
生
の
言
葉
は
さ
ら
に
「
見
ら
れ
る
」
と
「
見
る
」
を
逆
転
さ
せ
、
「
見
ら

　
　
　
れ
る
」
自
分
の
み
肥
大
化
さ
せ
て
い
る
。
集
団
に
合
わ
せ
て
自
分
の
思
い
を
決

　
　
　
め
、
ふ
る
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
相
対
的
な
と
ら
え
方
で
あ
る
。
相
対
的

　
　
　
で
あ
り
な
が
ら
「
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
」
を
判
断
し
て
い
る
の
は
自

　
　
　
分
で
あ
る
。
自
分
と
人
が
癒
着
し
つ
つ
、
し
か
も
か
な
り
遠
い
。
（
成
田
信
子

　
　
　
「
新
し
い
文
学
教
育
の
地
平
－
実
践
へ
の
『
水
路
』
」
『
日
文
協
国
語
教
育
』
二

　
　
　
〇
〇
四
年
五
月
づ

　
本
校
の
先
輩
教
員
が
分
析
し
た
生
徒
の
現
状
と
酷
似
し
て
い
る
と
思
う
。

⑧
　
藤
原
和
好
「
子
ど
も
が
見
え
る
授
業
の
創
造
」
（
『
子
ど
も
が
生
き
る
文
学
の
授
業

　
－
教
室
の
主
役
た
ち
ー
』
部
落
問
題
研
究
所
、
▽
几
九
一
年
六
月
）
。

⑤
　
六
時
間
目
で
は
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
中
心
と
な
っ
た
。

　
Ｔ
：
「
亜
紀
っ
て
ど
ん
な
奴
な
ん
や
ろ
」

　
Ｓ
Ｉ
：
「
ど
ん
な
奴
っ
て
、
普
通
の
女
子
中
学
生
ち
ゃ
う
の
」

　
Ｔ
：
「
そ
ら
普
通
と
い
や
普
通
か
も
し
れ
ん
け
ど
、
亜
紀
が
幹
生
と
恋
の
噂
を
立
て

　
ら
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
ん
か
は
ど
う
思
う
？
」

　
Ｓ
２
：
「
目
立
つ
の
が
嫌
っ
て
感
じ
。
」

　
Ｔ
：
「
も
う
Ｉ
歩
突
っ
込
ん
で
み
よ
う
か
。
亜
紀
が
幹
生
に
恋
す
る
よ
う
に
な
っ
て

　
か
ら
言
っ
て
い
る
『
私
は
、
彼
を
悲
し
い
場
所
に
は
置
き
た
く
な
い
と
思
っ
た
。
彼

　
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
そ
う
な
っ
た
ら
、
自
分
自
身
が
や
る
せ
な

　
い
だ
ろ
う
と
予
想
し
た
か
ら
だ
っ
た
』
は
ど
う
読
む
？
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

Ｓ
３
：
「
結
構
、
自
分
勝
手
な
奴
」

Ｔ
：
「
そ
こ
ま
で
言
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
に
な
る
か
も
し
れ
ん
け
ど
…
。
」

Ｓ
４
：
「
あ
あ
、
子
ど
も
。
」

Ｓ
５
：
「
先
生
、
で
も
、
そ
れ
っ
て
さ
っ
き
の
目
立
つ
の
が
嫌
っ
て
い
う
の
と
ど
う

っ
な
が
る
の
ん
？
」

Ｔ
：
「
結
局
、
子
供
で
し
か
な
か
っ
た
亜
紀
は
他
人
を
自
分
の
理
想
の
中
で
し
か
捉

え
ら
れ
へ
ん
わ
け
や
。
他
人
よ
り
目
立
つ
の
が
嫌
っ
て
い
う
の
も
そ
の
表
れ
と
い
っ

て
い
い
か
も
し
れ
ん
な
。
目
立
つ
の
が
嫌
っ
て
い
う
よ
り
目
立
だ
さ
れ
る
の
が
嫌
っ

て
い
う
こ
と
。
お
い
、
Ｓ
６
、
お
前
や
っ
た
ら
ど
う
？
　
男
子
校
や
し
考
え
に
く
い

か
も
し
れ
ん
け
ど
、
恋
の
噂
っ
て
立
て
ら
れ
た
い
？
」

Ｓ
６
：
「
先
生
、
そ
う
い
う
の
ん
俺
に
ふ
ん
の
ん
や
め
て
や
。
」

Ｔ
：
「
ま
あ
、
お
前
ら
も
や
っ
ぱ
り
二
緒
や
ろ
。
み
ん
な
の
中
で
隠
れ
て
い
た
い
、

み
た
い
な
気
持
ち
は
あ
る
や
ろ
。
亜
紀
の
恋
愛
も
Ｉ
緒
な
ん
ち
ゃ
う
。
Ｓ
６
、
お
前
、

大
人
の
恋
愛
っ
て
ど
ん
な
ん
や
と
思
う
？
」

Ｓ
６
：
「
だ
か
ら
、
ふ
る
の
ん
や
め
て
っ
て
。
ま
あ
、
お
互
い
に
相
手
を
好
き
っ
て

い
う
か
…
」

Ｔ
：
「
う
ん
、
そ
こ
や
ね
。
幹
生
を
、
自
分
の
た
め
に
、
不
幸
に
さ
せ
た
く
な
い
っ

て
い
う
の
も
亜
紀
の
子
ど
も
っ
ぽ
さ
の
表
れ
で
、
自
分
の
理
想
の
幹
生
像
っ
て
い
う

か
恋
人
像
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
幹
生
が
う
ま
く
あ
て
は
ま
っ
て
く
れ

へ
ん
か
っ
た
ら
が
っ
か
り
す
る
わ
け
や
。
と
こ
ろ
で
、
さ
っ
き
あ
げ
て
く
れ
た
文
、

文
末
表
現
は
ど
う
な
っ
て
る
？
」

Ｓ
７
：
「
『
か
ら
だ
っ
た
』
」

Ｔ
：
「
そ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
語
り
手
の
亜
紀
は
そ
う
い
う
過
去
の
出
来
事

を
…
」

Ｓ
８
：
「
過
去
の
こ
と
と
し
て
み
て
る
。
」

Ｔ
：
「
そ
う
、
別
の
言
い
方
を
す
る
と
相
対
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
。
」



　
こ
れ
ら
の
議
論
の
中
で
、
あ
る
生
徒
が
授
業
後
に
、
次
の
よ
う
な
質
問
を
し
て
き

た
。

　
「
先
生
、
そ
し
た
ら
、
今
の
亜
紀
も
も
し
か
し
て
『
ひ
よ
こ
の
目
』
を
し
て
い
る

ん
？
」

　
こ
れ
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
面
白
い
質
問
で
あ
る
と
私
は
考
え
た
、
単
純
に

「
ひ
よ
こ
の
目
」
を
「
自
分
の
死
を
見
つ
め
る
目
」
と
捉
え
る
と
、
も
ち
ろ
ん
現
在

の
亜
紀
は
そ
れ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
諦
観
」
と
い
う
こ
と
の
関
連
で

考
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
問
い
を
そ
の
ま
ま
生
徒
に
投
げ

返
し
、
七
時
間
目
に
生
徒
に
次
の
よ
う
な
設
問
を
出
し
て
作
文
さ
せ
た
。

　
　
問
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
授
業
で
、
あ
る
生
徒
か
ら
、
次
の
よ
う
な
質
問
が
出

　
　
た
。
『
亜
紀
も
、
最
後
は
『
ひ
よ
こ
の
目
』
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

　
　
う
か
？
』
こ
の
質
問
に
、
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
で
答
え
、
そ
の
根
拠
も
考
察
せ
よ
。

　
生
徒
か
ら
返
っ
て
き
た
答
え
は
Ｎ
Ｏ
派
と
Ｙ
Ｅ
Ｓ
派
に
別
れ
た
。
Ｎ
Ｏ
派
の
多
く

の
人
が
「
亜
紀
は
自
分
の
死
を
見
つ
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
論
調
だ
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
多
く
の
生
徒
が
幹
生
の
死
を
き
っ
か
け
に
亜
紀
が
変
容
し
た
こ
と

を
指
摘
し
て
き
た
。
で
は
、
「
亜
紀
の
現
在
」
と
「
ひ
よ
こ
の
目
」
と
い
う
概
念
と

の
間
に
何
も
共
通
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
Ｙ
Ｅ
Ｓ
派
の
人
の
代
表
的
な
意
見

を
見
て
み
る
。

僕
は
Ｙ
Ｅ
Ｓ
だ
と
思
う
。
「
人
間
の
思
う
と
お
り
に
い
か
な

い
こ
と
が
あ
る
の

を
知
り
」
の
文
か
ら
は
、
幹
生
が
死
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
亜
紀
が
入

れ
な
か
っ
た
「
諦
観
」
と
い
う
領
域
に
踏
み
出
せ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
自

分
の
初
恋
の
人
の
死
を
経
験
し
た
こ
と
に
よ
り
、
亜
紀
も
「
ひ
よ
こ
の
目
」
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。

「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

六
九




