
戦
時
下
の
学
校

伊
勢
原
高
校
　
　
香

　

川

　

芳

　

文

一
　

は
じ
め
に

二
〇
〇
六
年
十
二
月
日
本
で
上
映
さ
れ
た
ク
リ
ン
ト

・
イ
ー
ス
ト
ウ
ツ
ド
監

督
の

『硫
黄
島
か
ら
の
手
紙
』
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
の
作
品
賞
に
も
ノ
ミ
ネ
ー

ト
さ
れ
話
題
に
な

っ
て
い
る
ｃ

そ
の
中
で
渡
辺
謙
が
演
じ
る
栗
林
忠
道
中
将
は
、　
一
九
四
四
年
六
月
第

一
〇

九
師
団
長

（後
に
小
笠
原
兵
団
長
）
と
し
て
硫
黄
島
に
着
任
し
て
ま
ず
、
島
を

徒
歩
で
見
て
回
り
、
地
形
を
頭
に
入
れ
た
。
そ
し
て
、
海
岸
近
く
で
の
陣
地
構

築
を
中
止
し
、
海
岸
か
ら
離
れ
た
摺
鉢
山
や
元
山
地
区
な
ど
に
陣
地
を
作
る
よ

う
に
命
じ
た
。
水
際
作
戦
か
ら
後
退
配
備
の
持
久
戦

へ
の
作
戦
変
更
で
あ
る
。

兵
士
は
、
米
軍
の
攻
撃
に
耐
え
ら
れ
る
地
下
陣
地
構
築
の
た
め
、
ま
ず
ト
ン
ネ

ル
掘
り
に
専
念
し
た
。
飲
料
水
は
雨
水
の
み
に
頼
る
中
で
の
大
変
な
作
業
だ

っ

た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
潜

っ
て
上
陸
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
軍
を
迎
え
撃
ら
た
。

こ
の
映
画
の
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で

「
五
日
で
落
ち
る
と
言
わ
れ
た
硫
黄

島
を
三
六
日
間
に
わ
た

っ
て
持
ち
こ
た
え
た
。
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
が
流
れ
て

い
た
が
、
こ
れ
だ
け
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
栗
林
の
作
戦
変
更

の
結
果
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
大
本
営
は
伝
統
的
に
、
上
陸
軍
を
迎
え
撃

つ
に
は
、
敵
が
密
集
し
て
十
分
な
戦
闘
能
力
を
発
揮
で
き
な
い
水
際
で
た
た
く

作
戦
を
常
道
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
制
空
権
、
制
海
権
を
に
ぎ
ら
れ
た
中
で

は
、
空
爆
と
艦
砲
射
撃
に
よ
り
水
際
陣
地
は
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、

サ
イ
パ
ン
島
で
も
そ
の
作
戦
は
失
敗
し
た
。
大
本
営
も
、
紆
余
曲
折
は
あ
る
が

従
来
の
水
際
作
戦
を
後
退
配
備
に
変
更
し
て
い
く
。
沖
縄
戦
や
当
初
の
本
土
決

戦
準
備
に
お
い
て
も
、
後
退
配
備
に
よ
り
作
戦
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。

硫
黄
島
は
東
京
か
ら

一
二
五
Ｏ
ｋｍ
、
サ
イ
バ
ン
島
と
東
京
と
の
中
間
地
点
に

あ
た
る
。
ア
メ
リ
カ
は
サ
イ
バ
ン
島
か
ら
の
Ｂ
２９
に
よ
る
日
本
攻
撃
の
た
め
の

中
継
地
と
し
て
硫
黄
島
の
攻
略
を
考
え
、
日
本
側
も
硫
黄
島
を
失
う
こ
と
は
日

本
本
土

へ
の
空
襲
に
つ
な
が
る
と
認
識
し
て
い
た
。
栗
林
に
と

つ
て
、
こ
こ
で

勝
て
る
と
は
思

っ
て
い
な
か

っ
た
が
、
後
退
配
備
の
持
久
戦
で
、　
一
日
で
も
長

く
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
、
本
土

へ
の
攻
撃
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と

考
え
て
い
た
。
い
わ
ば

「島
」
が
本
土
の
た
め
の

「捨
て
石
」
と
な

っ
た
の
で

あ
る
。

そ
し
て
、
硫
黄
島
玉
砕
の
後
、
米
軍
の
上
陸
し
た
沖
縄
に
お
い
て
も
三
ヵ
月

に
も
渡
り
、
同
様
の
戦
い
が
行
わ
れ
た
。
第
三
二
軍
の
牛
島
満
中
将
も

「悠
久

の
大
義
に
生
き
る
」
と
最
後
ま
で
徹
底
的
に
戦
わ
せ
た
。
た
だ
、
硫
黄
島
と
沖

縄
で
は
、
島
民
を
巻
き
込
ん
だ
か
ど
う
か
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
硫
黄

島
で
は
、
一
部
男
子
が
軍
属
と
し
て
徴
用
さ
れ
た
が
、
島
民
は
内
地
に
送
還
し
、

一
人
の
女
子
、
子
供
の
い
な
い
島
を
陣
地
と
し
て
戦

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
沖

縄
で
は
、
地
元
の
島
民
も
戦
い
に
動
員
さ
れ
、
多
く
の
犠
牲
を
だ
し
た
。
ひ
め

ゆ
り
学
徒
隊
の
悲
劇
も
そ
の

一
つ
と
い
え
る
。
本
土
決
戦
の
た
め
沖
縄
は

「島

民
」
も
含
め

「捨
て
石
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
次
は
本
土
で
あ

つ
た
。

本
土
決
戦
の
た
め
の

「決
号
作
戦
準
備
要
綱
」
に
も
と
づ
い
て
、　
一
九
四
五

年
四
月
か
ら
日
本
各
地
に
新
た
に
部
隊
が
配
置
さ
れ
た
。
神
奈
川
県
を
担
当
し

た
の
が
、
第

一
二
方
面
軍
の
第
五
三
軍
で
あ

っ
た
。
軍
司
令
官
は
赤
柴
八
重
蔵

中
将
で
、
ま
ず
、
や
っ
た
こ
と
が
海
岸
か
ら
離
れ
た
丘
陵
地
で
の
地
下
陣
地
の

構
築
で
あ

っ
た
。
本
土
で
あ
る
神
奈
川
県
で
も
、
硫
黄
島
や
沖
縄
と
同
様
の
戦

い
を
行
う
た
め
の
準
備
が
着
実
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
地
域
住
民
や
生

徒
、
児
童
も
本
土
決
戦
準
備
の
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
つ
た
。
し
か
し
、
本
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土
決
戦
準
備
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
戦
間
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
敗
戦

時
に
多
く
の
資
料
が
焼
却
処
分
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
実
態
は
あ
ま
り

わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
近
年
ギ
各
地
域
で
本
土
決
戦
下
の
様
子
の
掘
り
起
こ

し
も
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
、
小
田
原
地
方
を
中
心
に
そ
の
実
態
に
つ

い
て
調
べ
て
き
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

今
回
は
、
そ
の
中
で
学
校
に
焦
点
を
当
て
、
本
土
決
戦
準
備
下
で
学
校
が
ど

う
な
っ
て
い
く
の
か
、
新
た
な
資
料
を
紹
介
し
な
が
ら
そ
の
実
態
の
一
端
を
紹

介
し
た
い
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
学
校
現
場
が
戦
時
中
ど
う
だ
っ
た
の
か
を
学

ぶ
こ
と
が
、
生
徒
に
と
っ
て
も
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
を
よ
り
実
感
し
て
学
ぶ
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
敗
戦
が
遅
れ
て
い
れ
ば
、

こ
の
地
も
硫
黄
島
の
よ
う
な
戦
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。

二
　
本
土
決
戦
部
隊
へ
の
校
舎
貸
借

小
田
原
地
方
に

一
九
四
五
年
四
月
頃
か
ら
駐
留
し
た
の
は
、
第
八
四
師
団
で

あ
っ
た
。
多
く
の
部
隊
の
兵
士
が
駐
留
す
る
の
に
当
た
っ
て
、
本
部
事
務
所
や

宿
舎
、
倉
庫
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
が
学
校
で
あ

っ
た
。
本
土
決
戦
部
隊
が
ま

ず
、
接
し
た
の
が
学
校
だ
と
も
言
え
る
。
東
京
か
ら
小
田
原
市
に
縁
故
疎
開
し
、

芦
子
国
民
学
校
に
通

っ
て
い
た
少
年
の
日
記
に
は
、

四
月

一
一
日

（水
）
…
近
く
大
部
隊
が
芦
子
校
に
も
宿
る
の
で
げ
た
箱
を
外

に
出
す
や
ら
大
騒
ぎ
し
て
い
る
の
で
、
午
前
中
は
遊
ん
で
し
ま
っ
た
。
教
室

へ
入
る
と
す
ぐ
お
弁
当
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
清
掃
を
し
た
。
…

一
六
日

（月
）
…
も
う
兵
隊
さ
ん
は
来
て
ゐ
て
、
衛
兵
が
校
門
を
守

っ
て
ゐ

た
。
大
勢
来
て
ゐ
る
。
皆
で
兵
隊
さ
ん
の
所
に
押
し
か
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な

物
を
見
せ
て
頂
く
。

と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

学
校
が

「兵
舎
」
に
な
っ
た
こ
と
は
、
証
言
や

「学
校
日
誌
」
等
に
よ
り
知

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
貸
借
手
続
き
に
つ
い
て
は
わ
か
つ
て
い
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
「昭
和
十
九
年
　
昭
和
二
十
年
　
財
務
書
類
　
小
田
原
市
役
所
」
（小

田
原
市
図
書
館
蔵
）
の
中
に
小
日
原
市
の
国
民
学
校
の
貸
与
に
関
す
る
書
類
が

存
在
し
て
い
た
。
市
の
資
産
で
あ
る
学
校
施
設
の
貸
与
に
関
す
る
書
類
と
い
う

こ
と
で
、
財
務
関
係
の
書
類
の
中
に
綴
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
資
料
か
ら
小
田
原
市
と
第
八
四
師
団
と
の
間
で
校
舎
貸
借
の
手
続

き
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
考
察
し
た
い
。

資
料
の
中
で
、
ま
ず
目
を
引
く
の
が
校
舎
配
置
図
に
赤
鉛
筆
で
軍
が
使
用
す

る
場
所
を
な
ぞ
っ
た
図
面
で
あ
る
。
当
時
の
小
田
原
市
の
す
べ
て
の
国
民
学
校

の
図
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
国
民
学
校
の
一
部
の
教
室
、
講
堂
な

ど
が
、
本
土
決
戦
準
備
の
た
め
部
隊
が
使
用
し
て
い
た
の
だ
。
本
土
決
戦
期
の

校
舎
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
た
の
か
、
ま
さ
に
、　
一
日
で
わ
か
る
貴
重

な
資
料
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
は
、
今
ま
で
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
の
中
で
、
本
町
国
民
学
校
の
図
面
を

［図
１
］
に
示
し
た
。
こ
の
学
校
は
、

第
八
四
師
団

（通
称
　
突
部
隊
）
の
三
つ
の
部
隊
が
分
け
て
使
用
す
る
予
定
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
青
鉛
筆
で
書
か
れ
て
い
る

「
１
０
１
３
８
部
隊
、
１
０

１
４
０
部
隊
、
１
０
１
３
９
部
隊
」
と
い
う
数
字
が
、
そ
れ
ぞ
れ
工
兵
第
八
四

連
隊
、
幡
重
兵
第
八
四
連
隊
、
第
人
四
師
団
通
信
隊
を
示
し
て
お
り
、
図
面
で

は
、
部
隊
毎
に
赤
鉛
筆
で

「衛
兵
所
」
「哨
舎
」
「炊
事
」
「厩
～
頭
分
」
な
ど

と
書
か
れ
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た
芦
子
国
民
学
校
に
通

っ
て
い
た
少
年
の
日
記

の
記
述
と

一
致
す
る
。
門
に
桁
数
の
多
い
数
字
の
書
い
た
看
板
を
見
た
と
い
う

証
言
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に

「突

一
〇

一
三
八
部
隊
」
な
ど
と
か
か

れ
た
看
板
が
掲
げ
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
校
舎
が
兵
士
の
宿
舎
と
し
て
使
用

さ
れ
た
学
校
も
あ
る
が
、
小
田
原
の
場
合
は
本
部
事
務
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
本
町
国
民
学
校
の
沿
革
史
に
は
、
使
用
し
た
部
隊
名
の
記
載
は
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無
く
、
他
の
国
民
学
校
で
は
、
図
面
の
部
隊
と
は
異
な
る
部
隊
が
使
用
し
て
い

る
場
合
も
あ
る
の
で
、
こ
の
図
面
は
あ
く
ま
で
も
部
隊
が
市
に
使
用
を
申
請
し

た
と
き
の
予
定
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
と
思
う
。

現
在
も
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
の
拠
点
と
し
て
学
校
施
設
の
使
用
が
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
広
い
校
庭
と
多
く
の
教
室
を
持
つ
学
校
施
設
を
、
駐
留
部
隊
が

使
用
す
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
小
学
生
が
こ
の
地

を
戦
地
と
し
て
戦
う
た
め
に
来
た
決
戦
部
隊
と
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
な
お
、
歴
史
上
で
も
兵
士
の
駐
屯
場
所
に
使
用
さ
れ
る
寺
院
も
こ
の
時

期
、
学
校
と
同
様
に
利
用
さ
れ
る
例
も
多
い
。

こ
の
図
面
は
、
第
八
四
師
団
の
経
理
部
が
小
田
原
市
長
に
、
四
月
二
日
付
け

で
校
舎
の
使
用
許
可
を
得
る
た
め
に
提
出
し
た
書
類
に
付
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
市
が
受
け
付
け
た
文
書
に
は
日
付
入
り
の

受
付
印
が
押
さ
れ
、
ま
た
、
市
が
県
や
軍
に
出
す
文
書
に
つ
い
て
は
、
下
書
き

の
文
章
に
起
案
が
行
わ
れ
て
い
る
。
文
書
は
関
係
書
類
ご
と
に
閉
じ
こ
ま
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
を
貸
借
の
対
象
に
な
る
学
校
ご
と
に

（Ｉ
群
か
ら
Ⅳ
群
）
、
時

間
順

（①
か
ら
⑥
Ｙ
に
整
理
し
た
の
が

［表
１
］
で
あ
る
。

ま
ず
、
Ⅱ
群
の
文
書
の
や
り
取
り
の
流
れ
を
見
て
み
よ
う
。
Ⅱ
①
文
書
は
第

八
四
師
団
の
経
理
部
が
、
四
月
二
日
付
け
で
、
小
田
原
市
長
宛
て
に
出
し
た
通

知
で
城
内
、
本
町
、
新
玉
、
芦
子
の
四
校
の

一
部
校
舎
の
貸
与
を
求
め
た
文
書

で
、
陸
軍
の
罫
線
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
先
に
あ
げ
た
ト
レ
ー
ス
紙

に
書
か
れ
た
四
校
の
校
舎
図
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
部
隊
が
は
じ
め

て
市
に
出
し
た
通
知
と
思
わ
れ
、
冒
頭
に

「突
け
先
営
第

一
号
」
と
あ
る
。
Ⅳ

群
の
七
月
二
十
六
日
付
で
出
さ
れ
た
①
の
文
書
が

「突
け
営
第
六
九
号
」
と
あ

る
の
で
、
こ
の
間
に
七
九
通
の
通
知
が
、
経
理
部
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

「突
け
先
営
第

一
号
」
と
は
、
先
遣
隊
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
駐
留
場
所
や
、

事
務
所
を
確
保
し
て
か
ら
当
然
駐
留
が
お
こ
な
わ
れ
る
は
ず
で
、
そ
の
た
め
の

準
備
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
校
舎
図
が
ト
レ
ー
ス
紙
に
書
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
前
に
部
隊
と
市
が
協
議
し
、
使
用
で
き
る
教
室
数

や
校
舎
図
を
市
か
ら
部
隊
に
提
供
し
た
上
で
、
こ
の
貸
与
を
も
と
め
る
通
知
が

作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
各
学
校
で
は
二
部
授
業
の
実
施
に
よ

り
、
軍
に
貸
与
す
る
教
室
を
確
保
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
Ⅱ
群
②
の
文
書
で
、
市
は
四
月
七
日
付
け
の
通
知
で
部
隊
に
使
用

を
承
認
し
て
い
る
。・
ま
た
、
こ
の
時
城
内
国
民
学
校
の
校
舎
は
、
東
部
軍
と
の

間
で
、
講
堂
を
使
用
す
る
契
約
を
結
ん
で
い
た
の
で
、
そ
れ
を
解
除
し
て
い
る
。

新
た
な
部
隊
の
駐
留
に
あ
た
り
、
部
隊
間
で
の
調
整
も
必
要
で
あ
つ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
、
県
内
政
部
長
か
ら
市
長
宛
に
Ⅱ
群
⑤
の
文
書
が
届

き
、
校
舎
の
転
用
の
手
続
き
の
徹
底
を
市
に
求
め
て
い
る
。
昭
和

一
九
年
四
月

一
日
次
官
会
議
決
定

「学
校
校
舎
転
用
に
関
す
る
実
施
要
綱
」
に
し
た
が
っ
て
、

市
に
直
接
申
出
が
あ

っ
て
も
、
校
舎
の
転
用
は
県
の
総
合
計
画
に
基
づ
い
て
、

県
が
承
認
を
与
え
る
も
の
で
、
緩
急
を
問
わ
ず
、
必
ず

一
定
の
手
続
き
に
よ
り

県
に
申
請
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
図
面
を
必
ず
添
付
す
こ
と
や
地

方
事
務
所
と
連
絡
を
密
接
に
取
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

そ
の
後
出
さ
れ
た
Ⅲ
群
の
大
窪
、
早
川
、
足
柄
国
民
学
校
の
校
舎
貸
与
に
つ

い
て
は
、
市
は
Ⅲ
群
③
の
文
書
で
県
の
承
認
を
え
た
上
で
、
市
は
部
隊
に
使
用

許
可
を
出
し
て
い
る
。
県
の
指
示
が
徹
底
さ
れ
た
形
に
な
っ
た
。

内
地
で
の
部
隊
駐
留
は
、
地
域
の
官
民
の
協
力
が
無
け
れ
ば
で
き
な
い
。
証

言
で
は
、
部
隊
が
勝
手
に
土
地
等
を
使
用
し
た
よ
う
に
言
わ
れ
る
場
合
も
あ
る

が
、
こ
の
資
料
か
ら
学
校
の
貸
借
の
場
合
は
、　
一
定
の
手
続
き
を
踏
ん
で
手
続

き
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
つ
た
。
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三
　
学
徒
隊
の
結
成

次
に
、
こ
の
時
期
、
学
校
に
通

っ
て
い
た
生
徒
が
本
土
決
戦
準
備
の
進
む
中

で
ど
う
な

っ
て
い
く
の
か
、
簡
単
に
見
て
み
た
い
。

ち
ょ
う
ど
本
土
決
戦
部
隊
の
駐
留
が
始
ま
る

一
九
四
五
年
三

月
に
は
、
「戦

時
教
育
措
置
要
綱
｝
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
学
徒
を
食
料
増
産
、
軍
需
生
産
、
そ

の
他
直
接

「決
戦
二
緊
要
ナ
ル
業
務
」
に
動
員
す
る
た
め
に
、
国
民
学
校
初
等

科
を
の
ぞ
い
て

一
年
間
授
業
停
止
し
、
教
職
員
と
学
徒
で

「学
徒
隊
」
を
組
織

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
今
ま
で
も
中
学
程
度
の
学
生
は
、
「学
校
報
国
隊
」

と
し
て
、
工
場
や
食
料
生
産
の
た
め
の
援
農
作
業
に
動
員
さ
れ
て
い
た
が
、
本

土
決
戦
が
迫
り
学
生
、
児
童
に
も
軍
事
的
な
要
請
が
強
く
な
り
、
こ
の
よ
う
な

方
針
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
国
民
義
勇
隊
の
編
成
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

ま
た
、
「学
徒
体
錬
特
別
措
置
要
綱
」
が
制
定
さ
れ
、
学
徒
が

「皇
土
防
衛

任
務
二
勇
躍
挺
身
」
す
る
た
め
の
体
錬
は
、
戦
闘
第

一
主
義
に
重
点
を
置
い
て
、

短
期
に
養
成
す
る
と
さ
れ
た
。
訓
練
項
目
は
手
棺
弾
の
投
榔
、
銃
剣
術
、
剣
道
、

柔
道
の

「白
兵
戦
技
」
な
ど
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
訓
練
は
、
国
民
学
校
高
等
科

以
上
の
男
子
学
徒
を
対
象
と
し
、
国
民
学
校
の
初
等
科
で
は
こ
の
主
旨
を
も
つ

既
定
の
課
程
で
実
施
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
女
子
学
徒
は
、
防
空
、
救
護
、
非

常
炊
羹
、
運
搬
に
必
要
な
能
力
を
育
成
に
加
え
、
手
棺
弾
投
椰
、
薙
刀
、
刺
突

法
、
護
身
法
の
訓
練
も
要
請
さ
れ
た
。

そ
し
て
五
月
、
「戦
時
教
育
令
」
が
勅
令
と
し
て
、
そ
の
施
行
規
則
が
文
部

省
令
と
し
て
出
さ
れ
、
「学
徒
隊
」
の
組
織
、
編
成
等
が
具
体
化
し
た
。
そ
し

て
、
「学
徒
軍
事
教
育
特
別
措
置
要
綱
」
が
出
さ
れ
、
郷
土
と
皇
土
を
防
衛
す

る
要
員
と
し
て
、
男
子
学
徒
に
は
基
礎
的
戦
闘
訓
練
、
小
戦
訓
練
が
課
さ
れ
、

女
子
に
は
、
防
毒
、
救
急
訓
練
が
課
さ
れ
た
。
特
に
、　
一
部
の
学
徒
に
対
し
て

は
独
立
小
隊
、
遊
撃
戦
の
指
揮
の
会
得
も
要
請
搭
れ
た
。
中
学
程
度
の
学
徒
に

は
、
ま
さ
に
沖
縄
の

「鉄
血
勤
皇
隊
」
や

「
ひ
め
ゆ
り
学
徒
隊
」
と
し
て
の
役

割
を
期
待
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

学
徒
隊
は
、
中
学
校
、
青
年
学
校
、
国
民
学
校
ご
と
に
結
成
さ
れ
た
が
、
勤

労
動
員

へ
工
場
に
動
員
さ
れ
て
い
る
も
の
は
職
場
学
徒
隊
に
組
織
さ
れ
た
。
国

民
学
校
初
等
科

一
学
年
の
児
童
か
ら
隊
員
と
さ
れ
た
。
国
民
学
校
の
初
等
科
は

決
め
ら
れ
た
時
間
数
の
授
業
が
課
さ
れ
た
が
、
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
、
食
料

増
産
な
ど
に
挺
身
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
国
土
防
衛
の
た
め
そ

の
地
域
に
国
民
学
校
が

一
つ
し
か
な
い
場
合
で
も
、
校
舎
を
他
に
転
用
さ
れ
る

こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
以
上
、
法
令
を
中
心
に
学
徒
隊
の
結
成
に
つ
い
て
簡
単

に
述
べ
た
が
、
証
言
な
ど
か
ら
は
、
学
徒
隊
の
活
動
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

そ
こ
で
、
小
田
原
地
方
の
国
民
学
校
で
の
学
徒
隊
の
編
成
に
つ
い
て
各
小
学

校
の

「沿
革
史
」
、
「記
念
誌
」
を
基
に
調
べ
る
と
、

七
月
　
二
日
　
足
柄
国
民
学
校

七
月
　
三
日
　
城
内
国
民
学
校

。
下
曽
我
国
民
学
校

七
月
　
七
日
　
本
町
国
民
学
校

七
月
　
九
日
　
大
窪
国
民
学
校

七
月
十
二
日
　
小
田
原
市
連
合
学
徒
隊
の
結
成
式
　
於
　
市
役
所

と
、　
一
九
四
五
年
七
月
上
旬
に
小
田
原
の
国
民
学
校
で
は
実
際
に
学
徒
隊
が
編

成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
七
月
五
日
付
け
で
県
内
政
部
長
か
ら
各
学
校
長
に

出
さ
れ
た

「学
徒
隊
の
組
織
編
成
に
関
す
る
件
」
で
は
、
学
徒
隊
の
編
成
を
完

了
し
た
と
き
は
組
織
編
成
表
、
結
成
月
日
、
結
成
の
時
の
実
施
行
事
を
報
告
す

る
よ
う
に
と
し
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
小
田
原
で
は
こ
の
よ
う
な
資
料
は
探
し
出
せ
て
い
な
い
が
、
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現
在
の
大
和
市
に
集
団
疎
開
し
て
い
た
横
須
賀
市
の
高
坂
国
民
学
校
の
例
が

『大
和
市
史
６
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
よ
う
。

の
第
三
中
隊
が
疎
開
先
の
大
和
で
編
成
さ
れ
た
部
隊
で
あ
る
。
学
校
組
織
が
そ

の
ま
ま
の
形
で
、
学
徒
隊
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
先
述
の

「学
徒

隊
の
組
織
編
成
に
関
す
る
件
」
に
よ
る
と
、
各
級
の
隊
長
は
、
教
員
間
で
均
等

に
割
り
当
て
た
り
、
学
業
成
績
の
優
劣
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
本
当
に
隊
員

（生
徒
）
を
率
い
て
、
戦
時
教
育
を
実
践
で
き
る
教
員
、
生
徒
を
選
ん
で
、
こ

の
際
、
担
任
や
級
長
を
替
え
て
も
止
む
を
得
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
集
団
疎
開
学
童
は
本
校
の
学
徒
隊
に
編
成
さ
れ
て
い
る
が
、
疎

開
先
の
地
元
の
国
民
学
校
と
同
郡
の
学
徒
隊
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

四
　
お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
本
土
決
戦
部
隊
が
駐
留
し
、
こ
の
地
で
戦
う
準
備
が
行
わ
れ

る
中
で
、学
校
組
織
も
学
徒
隊
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
つ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

た
だ
、
「学
徒
隊
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
不
明
な
点
も
多
い
の
で
、
今

後
も
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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