
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
久
留
米
大
学
附
設
中
学
校
・
高
等
学
校
へ
の
ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
保
護
者
の
皆
様
も
、
大
変
お
悦
び
と
存
じ
ま
す
。
心
よ
り
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

み
な
さ
ん
の
ご
入
学
は
、
ま
た
、
み
な
さ
ん
を
久
留
米
大
学
と
い
う
大
き
な
集
団
に
お
迎
え
す
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
学
校
法
人
久
留
米
大
学
、
大
学
、
並
び
に
、
附
設
高
校
同
窓
会
、
附
設
中

学
・
高
校
後
援
会
の
役
員
の
方
々
が
、
来
賓
と
し
て
、
お
祝
い
に
来
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ご
来
賓
の
皆
様

に
は
、
お
忙
し
い
中
を
、
新
入
生
の
た
め
に
、
ご
来
校
い
た
だ
き
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
お
、
神
代
正
道
理
事
長
、
永
田
見
生
学
長
、
長
谷
川
房
生
同
窓
会
長
、
藤
崎
敬
介
後
援
会
長
の
方
々
か

ら
は
、
後
ほ
ど
、
お
祝
い
の
御
言
葉
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
場
に
お
ら
れ
る
多
く
の
方
々
は
、
正
面
に
校
舎
西
棟
の
階
段
塔
を
ご
覧
に
な
り
な
が
ら
校
門
か
ら

の
坂
道
を
歩
い
て
来
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
校
舎
は
、
こ
の
春
、
み
な
さ
ん
を
お
迎
え
で
き
る
よ
う

に
、
建
て
替
え
て
き
た
も
の
で
す
が
、
昨
年
の
秋
に
完
成
し
ま
し
た
。
か
つ
て
の
校
舎
の
面
影
が
こ
の
階

段
塔
に
ほ
ん
の
り
と
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
新
し
い
仕
掛
け
も
あ
っ
て
、
縦
横
の
比
例
が
「
黄
金
分
割

比
」
に
な
る
よ
う
な
長
方
形
が
、
正
面
の
壁
に
、
窓
や
タ
イ
ル
の
組
み
合
わ
せ
で
、
何
箇
所
か
あ
る
は
ず

で
す
。
興
味
が
あ
れ
ば
、
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
東
棟
中
庭
に
は
、
平
行
線
が
歪
ん
で
見
え
る

よ
う
な
タ
イ
ル
配
置
が
あ
る
こ
と
は
、
入
学
試
験
の
と
き
な
ど
に
す
で
に
お
気
づ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
校

舎
自
体
が
み
な
さ
ん
に
何
が
し
か
を
語
り
掛
け
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
学
校
で
新
入
生
の
み
な
さ
ん
は
学

ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
そ
う
、
あ
ち
こ
ち
に
大
き
な
鏡
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
身
だ
し
な
み

に
気
を
遣
っ
て
学
校
生
活
を
お
く
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
校
長
か
ら
、
改
め
て
、
新
入
生
の
み
な
さ
ん
に
、
学
校
を
代
表
し
て
、
み
な
さ
ん
に
寄
せ
る
期

待
の
大
き
さ
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
、
こ
の
学
校
の
歴
史
と
目
標
に
つ
い
て
簡
単
に
申

し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
次
に
、
今
日
の
時
代
に
添
う
形
の
補
い
、
わ
た
く
し
な
り
の
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を

説
明
し
た
上
で
、
附
設
生
と
し
て
の
み
な
さ
ん
へ
の
期
待
を
改
め
て
申
し
述
べ
て
、
式
辞
を
終
え
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
昭
和
二
五
年
、
西
暦
で
は
一
九
五
〇
年
、
つ
ま
り
、
今
か
ら
六
三
年
前
に
、
久
留
米
大
学
附
設

高
等
学
校
は
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
初
代
校
長
の
板
垣
政
参
先
生
は
、
岩
手
県
の
ご
出
身
で
す
。
終
生
、
篤

実
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
詳
し
い
こ
と
は
省
き
ま
す
が
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

〇
世
紀
半
ば
ま
で
の
一
世
紀
に
わ
た
る
近
代
日
本
の
歴
史
の
浮
き
沈
み
の
激
し
さ
と
い
う
べ
き
も
の
を
一

身
に
負
っ
て
お
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
附
設
草
創
の
頃
の
様
子
は
、
わ
ず
か
六

〇
年
余
り
昔
と
言
い
な
が
ら
、
時
代
も
人
も
遠
く
な
り
、
も
は
や
伝
説
の
か
な
た
に
霞
ん
で
い
る
感
じ
が

あ
り
ま
す
が
、
面
影
は
、
西
棟
の
思
考
回
廊
に
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
創
設
の
と
き
の
意
気
込
み

は
、
今
も
、
校
歌
の
歌
詞
を
通
し
て
、
生
徒
の
み
な
さ
ん
に
し
っ
か
り
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 



そ
し
て
、
附
設
高
校
に
中
学
が
で
き
た
の
は
、
昭
和
四
四
年
、
西
暦
一
九
六
九
年
で
す
。
こ
の
と
き
の

校
長
、
原
巳
冬
先
生
は
、
禅
に
造
詣
の
深
い
方
で
、
特
に
、
道
元
禅
師
に
傾
倒
さ
れ
て
い
た
と
伺
っ
て
い

ま
す
。
原
先
生
は
、
附
設
高
校
の
目
指
す
も
の
、
つ
ま
り
、
建
学
趣
旨
は
、
板
垣
先
生
以
来
、 

「
国
家
・
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
、
為
他
の
気
概
を
も
っ
た
、
誠
実
・
努
力
の
人
物
の
育
成
」 

で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
な
の
だ
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
実
は
、
先
生
は
、
「
為
他
」
と
い
う
大
事

な
言
葉
を
補
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
は
、
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う
書
物
に
あ
り
、
禅
の
言

葉
で
す
か
ら
、
そ
の
中
身
は
大
変
深
い
も
の
が
あ
る
は
ず
で
す
が
、
字
面
だ
け
を
見
て
も
、
他
の
為
、
他

に
為
す
、
そ
の
際
に
あ
る
べ
き
己
の
姿
勢
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
原
先
生
が
中
学
生

を
含
め
た
少
年
た
ち
に
期
待
さ
れ
た
の
は
、「
為
他
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
意

味
に
思
い
を
馳
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
だ
け
で

は
成
り
立
た
な
い
、
他
人
と
の
関
わ
り
、
そ
れ
も
、
他
人
へ
の
奉
仕
あ
る
い
は
貢
献
と
い
う
想
い
が
あ
っ
て
、

初
め
て
自
分
が
こ
の
世
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
価
値
が
出
て
来
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
示
唆
さ
れ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

附
設
高
校
が
女
子
生
徒
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
九
年
目
、
そ
し
て
、
こ
の
春
か
ら
は
、
附

設
中
学
に
も
女
子
生
徒
が
入
り
ま
し
た
。
女
と
男
は
、
身
体
の
構
造
も
違
い
ま
す
し
、
ホ
ル
モ
ン
の
働
き

も
異
な
り
ま
す
が
、
人
間
と
し
て
の
価
値
に
は
差
異
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
生
活
、
感
情
生
活
の
面
で
は
、

生
物
と
し
て
の
具
体
的
な
要
素
が
も
の
を
言
う
の
で
、
男
か
女
か
は
問
題
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
社
会

生
活
、
特
に
、
組
織
の
場
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
人
間
は
、
人
格
、
素
養
、
技
能
と
い
っ
た
抽
象

度
の
高
い
要
素
で
支
配
さ
れ
ま
す
。
教
育
の
場
で
は
、
男
女
差
に
配
慮
し
た
細
や
か
な
取
り
扱
い
は
欠
か

せ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
附
設
中
学
・
高
校
が
産
み
出
そ
う
と
す
る
「
国
家
・
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
、

為
他
の
気
概
を
も
っ
た
、
誠
実
・
努
力
の
人
物
」
は
、
ま
さ
に
、
人
で
あ
っ
て
、
男
も
女
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
事
な
お
子
様
を
お
預
か
り
す
る
に
あ
た
っ
て
、
保
護
者
の
み
な
さ
ま
に
、
わ
た
く
し

ど
も
か
ら
、
学
校
現
場
で
の
人
と
人
と
の
距
離
感
が
女
か
男
か
の
違
い
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
、
注
意
の
行
き
届
い
た
教
育
に
あ
た
り
ま
す
と
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
先
ほ
ど
か
ら
、
附
設
中
学
・
高
校
の
目
指
す
も
の
と
し
て
、「
国
家
・
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す

る
人
物
」
に
触
れ
て
き
ま
し
た
が
、
最
近
、
あ
ち
こ
ち
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
と
い
う
の
が
話
題
に
な
り

ま
す
。
附
設
の
新
入
生
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
も
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
と
い
う
言
葉
は
知
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ
れ
は
国
家
も
社
会
も
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
か
、
大
人
の
世
界
の
話
で
自
分
た

ち
に
は
関
係
が
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
を
巡
る
日
本
で
の
一
般
的
な
理
解
は
、
大
体
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
： 

特
に
、
経
済
関
係
で
世
界
は
一
体
化
し
て
い
て
、
企
業
活
動
が
国
境
を
越
え
て
展
開
さ
れ
る 

こ
と
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
日
本
の
企
業
も
例
外
で
は
な
く
、
企
業
活
動
の
担
い
手
、
つ
ま
り
、 



人
で
す
が
、
か
れ
ら
は
、
国
の
枠
を
超
え
て
活
躍
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

と
い
う
わ
け
で
、 

国
の
枠
を
超
え
て
活
躍
で
き
る
人
間
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
で
は 

要
る
ぞ
。
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
を
養
成
し
ろ
。
… 

と
い
う
筋
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
（
例
え
ば
、
経
団
連
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
に
向
け
た
提
言
」
―

ネ
ッ
ト
検
索
し
て
く
だ
さ
い
）。 

  

こ
ん
な
話
を
始
め
ま
す
と
、
中
学
・
高
校
の
入
学
式
な
の
に
こ
の
校
長
は
何
を
言
う
の
か
と
、
み
な
さ

ん
は
、
ま
ず
、
思
う
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
か
、
附
設
の
レ
ベ
ル
の
学
校
な
ら
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」

を
目
指
せ
と
言
い
た
い
の
だ
な
、
と
予
想
を
立
て
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
違
い
ま
す
。
今
、
ご
紹
介
し

た
、
一
般
的
な
理
解
の
、
さ
ら
に
、
そ
の
裏
に
は
、
あ
る
「
思
い
込
み
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
間
違
っ
て
い

る
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
ま
す
。
高
校
入
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、『
附
設
高
校
生
に
な
る
た
め
に
』
と

い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
巻
頭
言
で
長
々
と
書
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
改
め
て
読
ん
で
い
た
だ
け
る
と
あ

り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

裏
に
あ
る
「
思
い
込
み
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、「
世
界
」
と
「
日
本
」
と
は
違
い
、
対
立
す

る
も
の
で
あ
り
、「
日
本
人
」
は
「
日
本
の
中
」
に
だ
け
関
心
を
注
い
で
頑
張
る
こ
と
が
基
本
だ
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
「
思
い
込
み
」
と
い
う
よ
り
、
「
思
い
間
違
い
」
と
言
う
べ
き
な
の
で
す
が
、
非
常

に
根
深
く
て
、
最
近
で
も
、「
鎖
国
」
と
か
「
開
国
」
と
い
う
言
葉
が
新
聞
紙
面
な
ど
に
踊
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
「
世
界
」
と
は
何
か
、
と
考
え
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
世
界
」
は
、
現
在
、
こ
の
地
球

上
に
あ
る
、
地
理
的
、
社
会
的
、
あ
る
い
は
文
化
的
な
も
の
の
全
体
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

当
然
、
「
日
本
」
は
、
そ
の
「
一
部
分
」
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、「
日
本
」
が
「
世
界
」
の
「
一
部

分
」
で
あ
る
と
意
識
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、「
世
界
」
が
実
に
多
様
な
「
部
分
」
の
集
ま
り
で
あ
る
こ
と
に

気
付
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。「
世
界
」
と
「
日
本
」
は
対
立
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
す
。 

 

み
な
さ
ん
に
よ
く
よ
く
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
は
、
新
し
い
世
界
を
作
っ
て
い
く
こ

と
に
世
界
の
他
の
「
部
分
」
の
人
た
ち
と
一
緒
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
は
、

世
界
の
一
部
分
に
根
差
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
い
や
も
お
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的

な
貢
献
の
形
に
つ
い
て
は
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
意
味

の
あ
る
貢
献
を
果
た
し
た
い
も
の
で
す
。
み
な
さ
ん
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
貢
献
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
性
を
も
と
に
し
て
、
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
す
。
み

な
さ
ん
の
多
様
性
の
根
源
は
ど
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
、
「
日
本
」
の
文
化
や
歴
史
な

の
で
す
。
世
界
の
他
の
「
部
分
」
の
人
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
歴
史
を
背
負
っ
て
世
界
を
作
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
な
に
よ
り
も
、
ま
ず
、
み
な
さ
ん
の
帰
属
し
て
い
る
世
界
の
「
部
分
」
を
よ
く
知
ら
な
い
限

り
、
新
し
い
世
界
を
作
っ
て
行
く
こ
と
に
貢
献
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
を
よ
く
知
る
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
他
の
「
部
分
」
に
も
関
心
を
拡
げ
、
知
る
こ
と
で
す
が
、
わ
た
く
し
の
感
覚
と
し
て
は
、



思
い
入
れ
は
し
な
い
、
淡
々
と
知
る
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
し
て
見
る
、
と
い
う
姿
勢
が
と
れ
る
の
が
望

ま
し
い
よ
う
に
考
え
ま
す
。
要
す
る
に
、
自
分
が
育
ち
、
学
ん
だ
国
の
文
化
や
歴
史
を
自
分
の
多
様
性
の
基

本
に
お
い
て
、
そ
の
上
に
、
地
域
性
や
歴
史
性
が
反
映
し
な
い
技
能
や
知
識
を
身
に
付
け
て
い
れ
ば
、
世
界

の
ど
こ
で
も
、
ま
た
、
世
界
史
の
文
脈
で
も
、
ど
ん
な
に
さ
さ
や
か
で
あ
っ
て
も
、
意
味
の
あ
る
仕
事
が
で

き
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
、
み
な
さ
ん
に
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

  

建
学
趣
旨
で
言
う
「
国
家
・
社
会
へ
の
貢
献
」
と
は
、
板
垣
先
生
や
原
先
生
は
、
日
本
と
日
本
の
社
会

へ
の
貢
献
を
指
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
が
世
界
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
頃
も
変
わ
ら
な

か
っ
た
は
ず
で
は
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
交
通
や
通
信
の
水
準
を
考
え
る
と
、
日
本
と
世
界
と
を
分
け
て

考
え
る
方
が
自
然
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
今
は
、
交
通
も
通
信
も
ほ
ぼ
瞬
時
に
世
界
中
を
回
る
と
言

え
る
時
代
で
す
か
ら
、
日
本
が
世
界
の
一
部
分
と
い
う
こ
と
に
は
実
質
的
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
日
本
や
日
本
社
会
へ
の
貢
献
が
、
そ
の
ま
ま
、
世
界
と
い
う
文
脈
の
中
で
意
義
を

持
つ
こ
と
を
示
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
今
後
、
世
界
中
を
動
き
回
っ
て
仕
事
を
す
る
人
も
出
る

で
し
ょ
う
し
、
あ
る
い
は
、
ご
く
狭
い
地
域
に
留
ま
っ
て
日
常
業
務
を
淡
々
と
こ
な
す
仕
事
に
従
事
す
る

人
も
出
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
、
新
し
い
世
界
の
構
築
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
狭
い
地
域
に
仕
事
の
場
を
限
っ
た
と
し
て
も
、
実
は
、
そ
の
成
果
は
、
世
界
史
の
文
脈
に
載
る
の
だ
、

「
す
ぐ
れ
た
仕
事
」
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
評
価
を
受
け
て
も
「
す
ぐ
れ
た
仕
事
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
、
と
い
う
意
識
を
養
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

  

こ
こ
ま
で
、
建
学
趣
旨
の
今
日
的
な
意
味
を
解
説
い
た
し
ま
し
た
。
要
約
し
ま
し
ょ
う
。 

大
事
な
言
葉
は
、「
為
他
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
、
人
が
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、 

と
い
う
問
い
へ
の
示
唆
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
為
他
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
な
が
ら
、 

附
設
中
学
・
高
校
に
お
け
る
学
び
を
通
し
て
培
っ
た
日
本
の
文
化
・
歴
史
に
根
差
し
た 

素
養
を
多
様
性
の
も
と
と
し
て
、
日
本
は
世
界
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
で
、 

み
な
さ
ん
が
、
他
の
文
化
・
歴
史
で
育
っ
た
人
た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
、 

新
し
い
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。
期
待
し
て
い
ま
す
。 

と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。 

  

式
辞
は
以
上
で
す
。
長
い
上
に
、
大
変
わ
か
り
に
く
い
話
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
よ
く
聞
い
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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