
２
０
１
４
年
秋
、
岡
山
県

の
岡
山
城
東
高
校
、
奈
良

県
の
奈
良
女
子
大
学
付
属

中
等
教
育
学
校
、
京
都
府

の
京
都
学
園
高
校
に
よ
る

授
業
が
行
わ
れ
た
。
こ
の

授
業
は
、
「
転
換
期
の
文

学｟

平
家
物
語｠
の
魅
力
」

（
兵
藤
裕
己
著
）
が
共
通

す
る
教
材
と
し
て
提
示
さ

れ
、
そ
の
作
品
と
、
三
校

が
独
自
に
選
択
し
た
教
材

を
比
較
し
な
が
ら
読
み
進

め
、
学
習
成
果
を
共
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
授
業
内

容
は
、
主
に
動
画
投
稿
サ

イ
トYOUTUBE

で
共
有
さ
れ
、

い
つ
で
も
閲
覧
で
き
る
も

の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の

結
果
、
授
業
風
景
や
流
れ

が
一
目
で
わ
か
り
、
授
業

の
効
率
を
高
め
る
と
と
も

に
、
生
徒
達
の
思
考
に
広

が
り
を
持
た
せ
た
。

こ
の
授
業
に
参
加
し
た

岡
山
城
東
高
校
の
生
徒
に

よ
る
と
、
城
東
高
校
は
、

『
神
様
』
（
川
上
弘
美
著
）

『
神
様

2011

』
（
同
上
）

『
平
家
物
語
』
の
作
品
の

中
の
「
祇
園
精
舎
」
と

「
藤
戸
」
と
い
う
四
つ
の

教
材
を
用
い
て
授
業
を
進

め
た
と
い
う
。
主
な
授
業

の
流
れ
と
し
て
は
、
ま
ず

作
品
を
個
人
で
読
み
込
み
、

そ
し
て
四
人
程
度
の
グ
ル
ー

プ
で
そ
れ
ぞ
れ
が
読
み
進

め
る
過
程
で
生
じ
た
疑
問

を
提
示
し
、
グ
ル
ー
プ
な

り
の
意
見
に
ま
と
め
、
最

後
に
ク
ラ
ス
全
体
で
重
要

だ
と
判
断
し
た
疑
問
を
一

つ
一
つ
解
き
明
か
し
て
い

く
と
い
う
も
の
だ
。

こ
の
授
業
の
狙
い
は
、
作

者
の
伝
え
た
い
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
教
材
が

属
し
て
い
る
「
文
学
」
と

は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら

に
共
通
す
る
性
質
と
は
何

か
を
考
え
理
解
し
て
ゆ
く

こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、

生
徒
の
一
人
は
、
「
そ
の

過
程
で
生
じ
る
疑
問
を
解

決
し
発
表
す
る
、
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身

に
付
け
る
こ
と
も
、
こ
の

授
業
の
狙
い
で
あ
る
」
と

感
じ
て
い
る
と
い
う
。
な

か
で
も
そ
の
結
果
と
し
て
、

岡
山
城
東
高
校
で
は
、
全

て
の
作
品
を
つ
な
ぐ
キ
ー

ワ
ー
ド
は
「
普
遍
性
」
で

あ
る
こ
と
を
見
つ
け
出
し

た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
価

値
観
ま
で
も
が
転
換
す
る

世
の
中
を
受
け
止
め
つ
つ
、

そ
れ
で
も
変
わ
ら
な
い
日

常
を
生
き
て
い
く
私
た
ち

が
抱
く
「
無
常
観
」
で
あ

る
。
「
時
代
を
越
え
て
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
と
示

し
、
そ
れ
を
発
見
さ
せ
て

く
れ
る
の
が
『
文
学
』
。
」

と
、
城
東
高
校
の
担
当
教

師
畝
岡
睦
実
教
諭
は
語
っ

た
。
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「
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。
」
徒
然

草
第
七
段
で
兼
好
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い

る
。
こ
れ
に
は
兼
好
の
「
こ
の
世
は
不
常
だ
か

ら
こ
そ
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
訴
え
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
。
▼
兼
好
は
こ
の
具
体
例
と
し
て

「
人
の
死
」
を
扱
っ
て
い
る
。
「
も
し
も
人
が

永
遠
に
生
き
て
い
ら
れ
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
物

事
の
情
趣
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
兼
好
は
自
分
に
も
死
が
訪
れ
る

し
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
が
不
常
で
あ
る
こ
と
を

覚
悟
し
て
い
る
。
死
を
身
近
に
感
じ
な
が
ら
も

死
に
た
く
な
い
と
思
い
、
無
常
を
悟
ら
な
い
か

ら
醜
く
見
え
る
と
い
う
も
の
が
兼
好
の
考
え
方

で
あ
る
。
▼
こ
れ
は
、
現
世
に
も
通
用
す
る
考

え
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
日
本
人
は
、

過
去
の
日
本
や
発
展
途
上
国
の
貧
民
と
比
べ
る

と
、
経
済
的
に
「
恵
ま
れ
た
毎
日
」
を
送
っ
て

い
る
。
そ
の
、
豊
か
な
生
活
が
当
た
り
前
で
あ

る
と
感
じ
る
。
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

生
活
に
は
感
動
す
る
こ
と
は
な
い
。
▼
兼
好
の

「
こ
の
世
は
不
常
だ
か
ら
こ
そ
お
も
し
ろ
い
」

と
い
う
訴
え
は
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
も
示
唆

に
富
む
。
不
常
な
世
界
は
残
酷
な
一
面
を
持
ち

な
が
ら
も
、
世
界
に
感
動
を
も
も
た
ら
す
と
い

う
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
▼
残
念
な

が
ら
、
現
代
の
人
々
は
人
生
の
し
み
じ
み
と
し

た
哀
感
を
分
か
っ
て
い
な
い
。
い
つ
か
自
分
の

生
活
に
終
わ
り
が
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚

せ
ず
、
目
の
前
の
感
動
や
楽
し
い
出
来
事
に
没

頭
し
て
た
だ
ひ
た
す
ら
に
時
間
を
浪
費
し
て
し

ま
う
。
こ
れ
は
、
現
代
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

▼
「
文
学
」
は
、
不
常
な
世
界
の
両
面
性
を
語

る
。
『
平
家
物
語
』
『
神
様
』
…
そ
れ
は
古
典

で
も
、
現
代
小
説
で
も
同
じ
で
あ
る
。
「
文
学
」

を
通
し
て
、
人
生
の
し
み
じ
み
と
し
た
哀
感
を

も
っ
と
世
界
に
訴
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
▼
そ
し
て
、
人
生
の
「
哀
感
」
を
自
覚
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
我
々
現
代
人
は
、

世
界
に
愛
着

が
涌
く
よ
う

に
な
る
。
▼

転
換
期
の
今
、

世
界
が
抱
え
る

世
界
規
模
の
多

く
の
問
題
も
、

そ
こ
に
解
決
の

糸
口
が
見
い
だ

せ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

文
学
か
ら
世
界
へ

二
十
一
世
紀
型
ス
キ
ル

「
無
常
」
。
こ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
人
々

が
学
校
の
授
業
を
通
し
て
習
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
そ

の
授
業
を
教
え
る
「
先
生
の
意
図
」
を
考
え
な
が
ら
授
業
に
臨
ん
だ
生
徒

は
そ
う
そ
う
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
中
、
学
校
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
が
「
岡
山
城
東

高
校
」
、
「
京
都
学
園
高
校
」
、
「
奈
良
女
子
大
学
附
属
中
等
教
育
学
校
」

３
校
に
よ
る
「
二
十
一
世
紀
型
ス
キ
ル
を
磨
く
―
地
域
を
超
え
て
新
聞
づ

く
り
―
」
で
あ
る
。
「
二
十
一
世
紀
型
ス
キ
ル
」
と
は
、
ず
ば
り
こ
れ
か

の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
を
生
き
抜
い
て
い
く
た
め
の
ス
キ
ル
で
あ
る
。
そ
の

中
で
も
、
「
自
分
で
考
え
る
」
力
が
重
要
視
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
与
え
ら

れ
作
業
が
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
作
業
を
な
に
も
考
え
ず
に
こ
な
す

こ
と
と
、
作
業
を
与
え
た
人
の
意
図
を
考
え
た
上
で
新
た
に
自
分
な
り
の

課
題
を
見
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
で
は
将
来
必
要
に
な
る
力
を
つ
け
ら
れ
る

方
は
ど
ち
ら
に
な
る
か
、
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

各
学
校
の
生
徒
た
ち
が
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
る
。

今
回
、
「
無
常
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
実
際
生
徒
た
ち
が
行
っ
た
流
れ
を

説
明
す
る
と
、
ま
ず
生
徒
が
各
学
校
の
先
生
方
の
や
り
か
た
で
道
標
を
教

わ
る
・
も
し
く
は
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
で
考
え
る
。
そ
し
て
テ
ー
マ
に

つ
い
て
の
予
測
や
結
論
が
で
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
最
大
の

特
徴
で
あ
る
「
動
画
サ
イ
ト
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
他
校
の
様
子
や
報
告
を
見

る
」
と
い
う
こ
と
を
す
る
。
そ
し
て
各
々
の
授
業
の
相
違
点
や
る
類
似
点

を
探
す
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
授
業
の
見
比
の
よ
う
な
も
の

を
す
る
こ
と
の
必
要
性
だ
が
、
決
し
て
授
業
の
優
劣
を
き
め
よ
う
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
授
業
を
見
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
が
先
生
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
授
業
と
い
う
「
箱
」
を
認
識
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

自
分
た
ち
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
受
け
て
い
る
「
い
つ
も
の
先
生
」
の
授

業
の
中
に
あ
る
先
生
の
意
図
を
、
他
の
学
校
の
先
生
の
授
業
と
の
違
い
な

ど
を
見
る
こ
と
で
知
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
だ
。

最
後
に
な
る
が
、
こ
れ
か
ら
先
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
に
あ
た
っ

て
、
自
分
で
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
が
出
来
る
「
二
十
一
世
紀
型
ス
キ
ル
」

を
持
つ
若
者
が
必
要
に
な
る
場
面
が
増
え
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
今
は

ま
だ
何
も
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
か
ら
「
今
」
を
少
し
ず
つ
で

も
変
え
て
い
け
ば
「
未
来
」
を
変
え
る
大
き
な
力
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。

社

説

京都学園高校にて、話し合う各校の生徒たち


