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早
い
も
の
で
、
き
ら
め
き
市
民
大

学
へ
入
学
し
て
一
年
に
な
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
、
不
安
の
中
で
ス
タ

ー
ト
し
た
自
治
会
活
動
も
、
学
生

の
皆
さ
ん
、
大
学
事
務
局
の
皆
さ

ん
、
そ
し
て
役
員
の
皆
さ
ん
の
協

力
と
頑
張
り
に
よ
り
、
各
事
業
が

終
了
し
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。 

昨
年
６
月
の
自
治
会
設
立
総

会
か
ら
始
ま
り
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、

学
園
祭
、
自
主
企
画
（
遠
足
）
、
授

業
と
、
と
に
か
く
忙
し
い
学
園
生

活
で
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
当

日
雨
の
為
、
中
止
に
な
り
残
念
で

し
た
が
来
年
の
リ
ベ
ン
ジ
を
期
待

し
、
自
主
企
画
（
遠
足
）
で
は 

各
学
部
そ
れ
ぞ
れ
の
行
き
先
で
楽

し
い
時
間
を
過
ご
し
学
生
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
進
み
ま
し
た
。 

学
園
祭
で
は
６
月
よ
り
の
準
備
に

始
ま
り
２
年
生
の
指
導
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
の
学
園
祭

を
終
了
で
き
ま
し
た
。
終
了
後
の

学
生
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
楽
し
か
っ

た
と
の
評
価
が

98
％
と
実
行
委

員
会
の
一
員
と
し
て
安
堵
し
て
い

ま
す
。
私
自
身
も
楽
し
い
時
間
で

し
た
。 

３
学
期
に
入
り
、
来
年
度
の
自

治
会
事
業
の
企
画
を
し
て
い
ま
す
。

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
企
画
に
な

る
よ
う
役
員
一
同
頑
張
り
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
に
も
自
治
会
活
動
へ

の
積
極
的
な
協
力
を
お
願
い
致
し

ま
す
。
こ
の
一
年
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

    

  
 

  
 

 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿

の
13
人
」
放
映
を
契
機
に
、
鎌
倉

幕
府
設
立
に
貢
献
し
た
「
比
企
一

族
」
が
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ド
ラ
マ
が

放
映
さ
れ
る
前
は
、
私
た
ち
の
郷

土
・
比
企
地
区
で
も
、
比
企
氏
を

知
る
人
は
少
数
派
で
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
か
。
で
は
、
な
ぜ
比
企

氏
が
幕
府
設
立
に
貢
献
し
た
と
い

わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か 

平
安
末
期
、
平
治
の
乱
で
源
頼

朝
の
父
・
源
義
朝
が
平
氏
に
敗
れ
、

当
時

13
歳
の
嫡
男
頼
朝
も
誅
殺

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
。 

し
か
し
、
後
白
河
上
皇
の
准
母

じ

ゅ

ん

ぼ

上

西
門
院
の
嘆
願
に
よ
り
、
頼
朝
は

誅
殺
を
免
れ
伊
豆
蛭
が
小
島
に
配

流
さ
れ
ま
す
。 

時
代
が
下
り
、
以
仁
王

も
ち
ひ
と
お
う

の
令
旨
の

も
と
、
頼
朝
が
旗
揚
げ
し
平
家
を

倒
し
、
幕
府
設
立
ま
で
に

20
年
。 

そ
の
間
、
頼
朝
の
乳
母
の
一
人
で

あ
っ
た
「
比
企
の
尼
」
が
、
蛭
が

小
島
の
頼
朝
に
物
資
を
送
り
続
け

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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頼
朝
は
、
そ
の
長
き
に
わ
た
る

恩
義
に
報
い
る
た
め
、「
比
企
一
族
」

を
鎌
倉
に
招
聘
し
、
比
企
氏
は
「
鎌

倉
殿
・
頼
朝
」
に
仕
え
ま
す
。 

さ
ら
に
、
比
企
氏
は
鎌
倉
殿
の
側

近
と
し
て
有
力
御
家
人
へ
と
重
職

を
担
い
幕
府
内
で
の
地
位
を
高
め

ま
す
。 

比
企
能
員
の
娘
・
若
狭
の
局
を

二
代
鎌
倉
殿
・
頼
家
に
降
嫁
さ
せ
、

嫡
男
一
幡
が
授
か
り
ま
す
。 

し
か
し
、
頼
朝
の
没
後
、
比
企

一
族
は
有
力
御
家
人
の
両
翼
で
あ

る
北
条
氏
と
の
確
執
に
よ
り
北
条

氏
に
よ
り
謀
殺
さ
れ
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
歴
史
・
郷
土
学
部
の

自
主
企
画
は
、
比
企
氏
ゆ
か
り
の

地
・
鎌
倉
を
訪
れ
８
０
０
年
前
の

比
企
氏
に
想
い
を
馳
せ
ま
し
た
。 

   

主
た
る
訪
問
ス
ポ
ッ
ト
： 

① 

妙
本
寺
：
比
企
氏
館
跡
と
い
わ

れ
、
比
企
氏
一
族
の
墓
所 

② 

日
蓮
辻
説
法
跡
：
比
企
能
員
の

末
子
・
比
企
能
本
が
日
蓮
の
辻

説
法
に
感
銘
、
帰
依
し
妙
本
寺

を
開
基 

③ 

宝
戒
寺
：
比
企
一
族
を
滅
亡
さ

せ
た
北
条
義
時
の
館
跡 

④ 
源
頼
朝
の
墓
所
：
初
代
鎌
倉

殿
・
源
頼
朝
の
墓
所 

鶴
岡
八
幡
宮
：
鎌
倉
幕
府
設
立

の

100
年
前
に
源
頼
義
が
石
清

水
八
幡
宮
分
社
を
勧
請
し
た

こ
と
に
よ
り
ま
す
。 
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「
く
ら
し
と
健
康
学
部
」
の
自

主
企
画
は
、
鎌
倉
へ
の
バ
ス
旅
行
。

11
月

17
日
早
朝
、
参
加
者

２０
名

で
出
発
し
、
最
初
の
目
的
地
「
鶴

岡
八
幡
宮
」
に
予
定
通
り
到
着
し

ま
し
た
。 

 

大
勢
の
人
で
賑
わ
う
境
内
で
、

最
初
の
集
合
写
真
を
撮
り
終
え
る

と
、
皆
さ
ん
、
拝
殿
に
進
み
真
剣

に
何
か
を
御
祈
願
。
何
を
お
願
い

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

参
拝
後
は
、
各
自
自
由
行
動
で
す
。 

多
く
の
人
が
向
か
っ
た
先
は
、
比

企
谷
に
あ
る
「
妙
本
寺
」
で
す
。

私
達
が
住
む
比
企
と
は
と
て
も
縁

の
深
い
「
比
企
能
員
」
と
そ
の
一

族
が
眠
る
お
墓
が
あ
り
ま
す
。 

            

「
鶴
岡
八
幡
宮
」
の
喧
騒
と
は

逆
に
ひ
っ
そ
り
と
静
寂
な
雰
囲
気

が
漂
っ
て
い
ま
し
た
。
歴
史
に
埋

も
れ
た
悲
劇
の
一
族
の
墓
前
に
て
、

し
ば
し
合
掌
。 

自
由
行
動
の
後
は
、
再
び
バ
ス
に

乗
り
「
鎌
倉
大
仏
殿
」
へ
と
移
動
。 

昼
食
を
挟
み
、
与
謝
野
晶
子
が
美

男
に
お
は
す
と
詠
ん
だ
凛
々
し
い

顔
の
大
仏
様
の
前
で
、
集
合
写

真
を
撮
り
、
広
い
境
内
を
散
策

し
ま
し
た
。
名
残
惜
し
い
鎌
倉

の
町
、
残
念
な
が
ら
、
あ
っ
と

い
う
間
に
帰
る
時
間
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の

お
土
産
を
手
に
一
路
埼
玉
へ
。 

 

関
係
者
の
皆
様
、
色
々
と
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

思
い
出
に
残
る
、
楽
し
い
一
日

と
な
り
ま
し
た
。 
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晩
秋
の
朝
６
時
半
小
関
事
務
局

長
お
見
送
り
の
中
、
バ
ス
は
一
路

信
州
松
本
へ
。
車
窓
か
ら
の
景
色

と
ガ
イ
ド
さ
ん
の
話
に
期
待
は
膨

ら
む
ば
か
り
。
最
初
の
見
学
先
松

本
城
に
着
き
、
天
守
閣
の
最
上
階

を
目
指
す
こ
と
に
。
途
中
、
武
士

や
侍
女
が
使
用
し
た
生
活
用
具
、

刀
剣
等
見
な
が
ら
が
や
が
や
。
最

上
階
へ
の
急
勾
配
の
階
段
を
眼
に

し
仰
天
！
手
摺
り
に
必
死
に
掴
ま

っ
て
辿
り
つ
き
こ
ん
な
処
で
何
を
。

先
ず
は
体
験
の
価
値
あ
り
か
と
。 

 

楽
し
み
な
昼
食
は
老
舗
の
味

噌
作
り
の
説
明
後
、
味
噌
の
香
り

が
漂
う
中
、
美
ヶ
原
御
膳
。
風
味

豊
か
な
熱
々
の
豚
汁
や
味
噌
づ
く

し
の
料
理
の
数
々
を
堪
能
。 

お
腹
い
っ
ぱ
い
の
後
は
松
本
市 

美
術
館
へ
。
入
り
口
に
は
い
き
な

り
草
間
彌
生
の
「
巨
大
南
瓜
」
が

眼
に
飛
び
込
ん
で
び
っ
く
り

!! 

館
内
で
は
幻
想
的
な
創
作
に
出
会

え
感
動
の
時
間
を
。
90
歳
過
ぎ
て

も
意
欲
的
で
心
を
掻
き
立
て
る
作

品
の
数
々
が
。
宇
宙
に
い
る
よ
う

な
水
玉
の
世
界
に
不
思
議
体
験
が

で
き
た
と
の
熱
き
感
想
も
あ
り
。 

帰
り
の
車
内
で
は
ク
イ
ズ
や
男
性

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
子
供
の
頃

の
夢
は
？
等
々
の
応
答
に
、
皆
さ

ん
頷
き
つ
つ
大
笑
い
）
で
大
い
に

盛
り
上
が
り
、
18
時
半
に
無
事
大

学
に
到
着
。
皆
様
の
ご
協
力
に
感

謝
申
し
上
げ
、
委
員
一
同
「
一
日

楽
し
か
っ
た
よ
」
と
の
お
言
葉
に

嬉
し
く
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。 

学部別自主企画 
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施設見学  

    

10

月
７
日
東
松
山
市
内
に
あ

る
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
と
埼
玉

ピ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
２
施
設

を
見
学
し
ま
し
た
。 

 
 

ま
ず
、
午
前
中
に
東
松
山
市
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
を
訪
問
。
講
義

室
に
て
当
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
概

要
並
び
に
施
設
に
つ
い
て
説
明
を

聞
き
、
そ
の
後
職
員
の
方
と
と
も

に
施
設
見
学
を
行
っ
た
。
可
燃
物

に
つ
い
て
は
、
二
階
に
運
び
、
大

き
な
ク
レ
ー
ン
で
分
別
し
焼
却
処

分
を
す
る
。
段
ボ
ー
ル
等
の
資
源

ご
み
は
一
時
保
管
し
指
定
業
者
に

リ
サ
イ
ク
ル
を
依
頼
し
て
い
る
。 

「
自
分
で
出
し
た
ご
み
が
ど
の
よ

う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る

こ
と
で
、
今
後
一
層
気
を
つ
け
て

ご
み
分
別
に
取
り
組
み
た
い
」 

「
初
め
て
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に

来
た
が
、
日
ご
ろ
の
分
別
の
流
れ

が
よ
く
分
か
っ
た
」 

「
ご
み
処
理
・
搬
入
か
ら
最
終
の

燃
焼
ま
で
見
学
し
て
、
本
当
に
職

員
の
方
々
に
感
謝
の
気
持
ち
だ
」

と
参
加
者
全
員
が
痛
感
し
た
。 

 

昼
食
後
、
ピ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
に
向
か
っ
た
。 

 
 

 
 

      

こ
こ
は
、
風
化
し
つ
あ
る
戦
争
体

験
を
次
の
世
代
に
引
き
継
ぎ
、
戦

争
の
悲
惨
さ
や
、
平
和
の
尊
さ
を

伝
え
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
。
以

前
は
「
埼
玉
県
平
和
資
料
館
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
順
路
に
従
っ
て

見
学
す
る
と
、
常
設
展
示
で
は
昭

和
初
期
か
ら
終
戦
ま
で
の
生
活
を
、

写
真
や
映
像
等
で
紹
介
し
て
い
る
。

国
民
学
校
で
授
業
し
て
い
る
中
、

空
襲
警
報
が
鳴
り
、
狭
い
防
空
壕

に
避
難
す
る
と
い
う
疑
似
体
験
も

で
き
る
。
一
番
奥
に
は
、
高
さ
40

ｍ
の
展
望
塔
が
あ
り
、
関
東
平
野

が
一
望
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

「
東
松
山
市
に
住
ん
で
い
て

初
め
て
き
た
。
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
紛
争
を
見
て
も
平
和
の
大

切
さ
を
痛
感
し
た
」
や 

「
館
内
の
掲
示
物
の
多
さ
に
驚
い

た
。
映
像
な
ど
も
あ
り
、
戦
後
生

ま
れ
の
私
た
ち
に
は
想
像
も
つ
か

な
い
も
の
で
し
た
」
、
ま
た
「
思
っ

て
い
た
以
上
の
リ
ア
ル
な
展
示
品

が
多
く
、
戦
時
中
の
生
活
の
大
変

さ
を
実
感
し
た
」「
戦
争
に
目
を
背

け
な
い
で
、
次
の
世
代
に
戦
争
の

悲
惨
さ
、
平
和
の
あ
り
が
た
さ
を

伝
え
て
い
く
必
要
を
感
じ
た
。
も

っ
と
多
く
の
方
に
来
館
し
て
ほ
し

い
」
な
ど
の
感
想
が
あ
っ
た
。 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
と 

 
ピ
ー
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 
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と
健
康
学
部 
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施設見学  

 
東
松
山
の
史
跡
を
訪
ね
て 

 
 

 

歴
史
・
郷
土
学
部 

 
 

 
 

 
 

阿
曽
田 

洋
子 

 

 
 

 

私
た
ち
歴
史
・
郷
土
学
部
は
、

11
月

24
日
に
東
松
山
市
埋
蔵
文

化
セ
ン
タ
ー
、
将
軍
塚
古
墳
、
埼

玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
の

３
カ
所
を
見
学
し
て
き
ま
し
た
。 

 

東
松
山
市
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー

は
、
一
学
期
に
東
松
山
の
歴
史
に

つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
セ
ン

タ
ー
所
長
の
佐
藤
幸
恵
先
生
に
ご

案
内
頂
き
見
学
し
ま
し
た
。
こ
こ

に
は
市
内
の
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調 

査
に
よ
り
出

土
し
た
土
器

や
埴
輪
な
ど

の
遺
物
が
収

集
、
保
管
し

て

あ

り

、

横
矧
板
鋲
留

よ
こ
は
ぎ
い
た
び
ょ
う
ど
め

短
甲

た
ん
こ
う

や
、
三
角

さ
ん
か
く

縁 ぶ
ち

陳
氏
作
四
神
二

ち

ん

し

さ

く

し

し

ん

に

獣
じ
ゅ
う

鏡
き
ょ
う

な
ど
貴
重
な
副
葬
品
を
見

学
し
ま
し
た
。 

自
然
豊
か
な
東
松
山
市
で
は
、

太
古
よ
り
た
く
さ
ん
の
人
々
の
生

活
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
生
活
の

痕
跡
が
、
遺
跡
と
し
て
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
近
年
の
開
発
の
波
に
押

さ
れ
、
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
が

各
地
の
遺
跡
で
行
わ
れ
て
い
る
状

況
が
あ
り
、
こ
の
施
設
の
役
割
も

年
々
大
き
く
な
っ
て
い
る
そ
う
で

す
。
将
軍
塚
古
墳
は
、
野
本
小
学

校
の
南
、
松
山
台
地
の
南
縁
に
あ

る
前
方
後
円
墳
で
す
。
現
存
す
る

墳
丘
は
長
軸
で
１
１
５
メ
ー
ト
ル

あ
り
、
後
円
部
墳
頂
に
は
利
仁
神

社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ
の
古

墳
は
古
墳
時
代
前
期
に
築
造
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
、
当
時
埼
玉
県
（
北

武
蔵
）
最
大
の
古
墳
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
こ
こ
で
も
佐
藤
先
生
か
ら

遺
跡
愛
た
っ
ぷ
り
に
ご
案
内
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 

昼
食
休
憩
後
、
熊
谷
市
に
あ
る
埼

玉
県
埋
蔵
文
化
調
査
事
業
団
を
見

学
し
ま
し
た
。 

 

こ
こ
は
、
埼
玉
県
内
の
埋
蔵
文
化

財
の
調
査
研
究
や
保
護
活
動
な
ど

を
行
っ
て
い
る
施
設
で
し
た
。
事

業
の
内
容
は
、
土
の
中
に
眠
る
貴

重
な
遺
跡
を
開
発
前
に
発
掘
調
査

し
、
図
面
や
写
真
な
ど
の
記
録
を

ま
と
め
た
報
告
書
と
し
て
保
存
す

る
。
そ
し
て
そ
の
成
果
を
遺
跡
見

学
会
や
集
客
施
設
で
の
展
示
会
、

学
校
へ
の
出
前
授
業
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
活
用
す
る
こ
と
で
す
。 

こ
の
日
、
一
番
興
奮
し
た
の
は
、

埼
玉
県
で
発
掘
さ
れ
た
実
物
の
土

器
に
触
れ
、
そ
の
重
さ
や
厚
さ
、

薄
さ
を
比
較
で
き
た
こ
と
で
す
。

ま
た
、
施
設
２
階
に
は
大
量
の
埋

蔵
文
化
財
が
保
管
さ
れ
て
い
て
、

ざ
っ
と
見
て
回
る
だ
け
で
も

30

分
は
か
か
り
ま
す
。
膨
大
な
資
料

を
保
存
・
整
理
し
て
い
く
の
は
大

変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

貴
重
な
体
験
が
で
き
た
一
日
で
し

た
。 

三角縁陳氏作四神二獣鏡 

将軍塚古墳  

 

埼玉県埋蔵文化財調査事業団  
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施設見学  

      

十
二
月
一
日
、
紅
葉
の
ま
だ
残

る
中
、
学
部
生
一
行(
総
勢
二
十
余

名)

、
バ
ス
で
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
地
球
観
測 

セ
ン
タ
ー
と
大
東
文
化
大
学
の
施

設
見
学
を
し
ま
し
た
。
地
球
観
測

セ
ン
タ
ー
は
鳩
山
町
の
入
口
表
示

看
板
を
見
て
、
暫
く
山
道
を
走
る

と
主
要
施
設
に
到
着
で
す
。
こ
こ

は
一
九
七
八
年
に
設
立
さ
れ
リ
モ

ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
の
確
立
・

発
展
を
目
的
に
、
日
々
、
衛
星
か

ら
の
デ
ー
タ
を
受
信
し
筑
波
宇
宙

セ
ン
タ
ー
に
送
っ
て
い
ま
す
。
到

着
後
、
展
示
棟
を
見
学
、
各
種
模

型
等
で
説
明
頂
き
ま
し
た
。
気
候

変
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
も
含
め
地

球
の
顔
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
て

我
々
に
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
外
で

は
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
を
見
学
し

ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
中
で
稼
働
し
て
い
る
姿
を

み
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

 

次
の
訪
問
先
は
、
大
東
文
化
大

学
で
す
。
比
企
丘
陵
に
鎮
座
し
た

な
か
な
か
い
い
キ
ャ
ン
パ
ス
で
す
。

各
施
設
を
案
内
頂
き
ま
し
た
が
、

図
書
館
は
一
度
利
用
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
民
族
資

料
館
で
は
東
南
ア
ジ
ア
の
民
族
資

料
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、
東
南
ア

ジ
ア
の
打
楽
器
は
西
洋
音
楽
の
音

階
と
違
い
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
、

実
際
、
打
た
せ
て
も
く
れ
ま
し
た
。

学
生
食
堂
で
の
昼
食
も
美
味
し
く
、

黙
食
で
し
た
が
、
楽
し
い
ひ
と
時

で
し
た
。
二
〇
二
三
年
は
創
立
百

周
年
を
迎
え
、
各
種
準
備
を
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
。
今
後
の
発
展

を
応
援
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
と
大
東
文
化
大
学 

 
 

国
際
・
文
化
学
部 

 
 

 
 

澤
本 

三
知
男 

 

ＪＡＸＡ地球観測センター 

大東文化大学渡り廊下から高坂駅方面を望む  大東文化大学民俗資料館  
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授業風景  

 

   

き
ら
め
き
市
民
大
学
は
、
午
前

中
は
「
教
養
科
目
」
と
し
て
全
学

部
が
一
緒
に
、
比
較
的
大
き
な
テ

ー
マ
の
講
義
を
主
に
講
堂
で
聞
い

て
い
ま
す
。 

 

午
後
の
講
義
は
「
歴
史
・
郷
土

学
部
」
の
専
門
科
目
と
し
て
は
ほ

と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
ま
ま
講
堂

で
講
義
を
受
け
ま
す
。
午
前
の
「
教

養
科
目
」
も
そ
う
で
す
が
、
多
く

の
場
合
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
等
を

使
用
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
の

説
明
が
多
い
の
で
す
が
、
配
布
資

料
の
み
で
の
説
明
の
場
合
も
あ
り

ま
す
。 

 

「
歴
史
・
郷
土
学
部
」
の
講
義

の
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
一
学
年
の

一
年
間
で

22
の
講
義
回
数
の
内
、

「
歴
史
」
関
係
は
16
回
あ
り
、「
郷

土
」
関
係
は
６
回
で
し
た
。
こ
れ

ら
の
座
学
の
他
、「
関
係
す
る
施
設

見
学
」
と
「
歴
史
に
関
す
る
自
主

企
画
」
と
し
て
の
見
学
会
も
あ
り

ま
し
た
。 

 

「
歴
史
」
関
係
の
講
義
は
、
人

類
史
以
前
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
東

松
山
の
葛
袋
で
発
掘
さ
れ
た
化
石

の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
葛
袋

は
昔
、
２
回
海
と
な
っ
た
時
が
あ

り
、
特
に
２
回
目
の
約
千
五
百
万

年
前
に
い
た
海
の
生
物
の
化
石
が

発
掘
さ
れ
た
事
を
中
心
に
、
そ
の

他
、
東
松
山
で
産
出
さ
れ
る
石
材

の
話
や
湧
水
に
つ
い
て
も
触
れ
ら

れ
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。 

 

人
類
史
に
つ
い
て
は
、
東
松
山

を
中
心
と
し
た
旧
石
器
時
代
か
ら

近
代
ま
で
の
幅
広
い
テ
ー
マ
に
つ

い
て
の
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
中
で
特
に
ウ
ェ
イ
ト
が
高

い
の
は
縄
文
か
ら
古
墳
時
代
の
土

器
・
埴
輪
・
古
墳
に
関
す
る
も
の

が
１
つ
と
、
中
世
の
武
蔵
武
士
や

松
山
城
、
坂
東
札
所
に
関
す
る
も

の
が
１
つ
、
こ
の
２
つ
の
大
き
な

テ
ー
マ
に
分
け
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。
特
に
我
々
が
入
学
し
た
2022
年

は
テ
レ
ビ
の
大
河
ド
ラ
マ
で
武
蔵

武
士
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

た
の
で
学
生
の
関
心
が
高
く
、
話

題
も
多
く
出
て
い
ま
し
た
。 

 

縄
文
か
ら
古
墳
時
代
の
講
義
に

つ
い
て
は
、
東
松
山
に
は
多
く
の

遺
跡
・
古
墳
が
あ
り
、
そ
の
頃
か

ら
多
く
の
集
落
が
、「
古
墳
時
代
前

期
に
は
す
で
に
ヤ
マ
ト
王
権
と
の

強
い
繫
が
り
が
あ
っ
た
」
と
い
う

説
明
は
印
象
的
で
し
た
。 

 

「
郷
土
」
関
係
の
講
義
は
、
荒

川
に
つ
い
て
の
地
理
的
な
テ
ー
マ

と
、
そ
れ
以
外
の
正
月
行
事
を
は

じ
め
と
し
た
年
中
行
事
・
祭
り
や
、

明
治
期
の
養
蚕
業
、
現
在
の
農
業

や
観
光
に
つ
い
て
等
が
あ
り
ま
し

た
。 

 

以
上
が
１
学
年
で
の
授
業
の
概

要
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
講
義
に
よ

る
知
識
を
得
た
上
で
、
我
々
学
生

は
２
学
年
で
の
「
課
題
研
究
」
に

取
り
組
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 
 

     

歴
史
・
郷
土
学
部 

 
 

 
 

長
堀 

茂
光 
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授業風景  

    

国
際
・
文
化
学
部
で
は
、
ど
う

い
う
内
容
の
講
義
が
行
わ
れ
て
い

る
の
か
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま

す
。 

写
真
は
「
マ
レ
ー
シ
ア
の
文
化
」

に
つ
い
て
の
授
業
風
景
で
す
。
今

回
、
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
留
学
さ
れ

て
い
る
ヌ
ル
ル
シ
ャ
キ
ラ
・
ビ
ン

テ
ィ
・
ジ
ャ
メ
ル
さ
ん
が
講
師
を

務
め
ま
し
た
。
彼
女
は
、
日
本
に

留
学
す
る
た
め
に
、
現
地
の
日
本

高
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
機

関
で
３
年
間
学
び
、
現
在
は
東
京

電
機
大
学
理
工
学
研
究
科
で
、
電

子
工
学
を
学
ん
で
い
ま
す
。 

か
つ
て
マ
レ
ー
シ
ア
は
マ
ハ

テ
ィ
ー
ル
首
相
の
下
で
「
ル
ッ
ク

イ
ー
ス
ト 

ポ
リ
シ
ー
」
と
い
う 

名
で
知
ら
れ
る
「
東
方
政
策
」
を

提
唱
し
、
日
本
の
成
功
と
発
展
の

秘
訣
が
、
国
民
の
労
働
倫
理
、
学

習
や
勤
労
意
欲
、
ま
た
道
徳
及
び
、

経
営
能
力
等
に
あ
る
と
し
、
そ
う

し
た
要
素
を
学
び
、
そ
う
い
っ
た

政
治
手
法
が
、
そ
の
後
の
マ
レ
ー

シ
ア
経
済
の
発
展
と
産
業
基
盤
の

確
立
に
寄
与
し
ま
し
た
。 

投
資
を
呼
び
込
み
、
金
融
と
教
育

を
充
実
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て

マ
レ
ー
シ
ア
の
福
祉
・
経
済
は
、

「
東
南
ア
ジ
ア
の
優
等
生
」
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
に
格
段
に
上
昇
し
ま

し
た
。 

 

ま
た
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
多
民
族

国
家
で
、
そ
れ
ぞ
れ
民
族
の
文
化

や
宗
教
、
言
語
が
共
存
し
多
様
性

を
受
け
入
れ
、
お
互
い
を
尊
重
し

な
が
ら
文
字
ど
お
り
「
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
」
を
構
成
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
異
国
の
文
化
に

触
れ
な
が
ら
、
そ
の
国
の
、
社
会
・

歴
史
等
を
学
ん
で
い
る
の
が
、
私

た
ち
「
国
際
文
化
・
学
部
」
で
す
。 

国
際
・
文
化
学
部 

 
 

 
 

小
村 

克
彦 
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授業風景  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

く
ら
し
と
健
康
の
ク
ラ
ス
で
授

業
を
受
け
て
、
早
い
も
の
で
一
年

が
経
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
勉
強

な
ど
中
々
す
る
事
が
な
く
な
っ
た

の
で
毎
日
の
ん
び
り
過
ご
せ
ば
い

い
の
か
な
っ
て
思
っ
て
い
ま
し
た
。

縁
あ
っ
て
き
ら
め
き
大
学
で
学
ぶ

こ
と
に
な
り
、
い
ざ
授
業
を
受
け

て
み
ま
す
と
、
余
り
に
も
知
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。
五
月
に
受
け
た
授
業

で
有
毒
植
物
が
意
外
と
身
近
に
有

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
例
え
ば

朝
顔
や
紫
陽
花
、
桔
梗
、
水
仙
な

ど
は
嘔
吐
や
下
痢
な
ど
の
症
状
が

出
る
そ
う
で
す
。 

六
月
に
食
塩
摂
取
量
の
確
認
で
、

如
何
に
塩
を
取
り
す
ぎ
て
い
る
の

か
知
り
ま
し
た
。
食
塩
の
取
り
す

ぎ
で
、
脳
卒
中
の
確
立
が
上
が
る

そ
う
で
す
。
怖
い
で
す
よ
ね
。
食

塩
の
一
日
の
目
標
量
は
、
男
性
８

グ
ラ
ム
未
満
で
女
性
は
７
グ
ラ
ム

未
満
で
す
。
他
に
も
沢
山
の
授
業

紹
介
し
た
い
の
で
す
が
・
・
・
。 

 

東
松
山
の
ホ
タ
ル
を
守
る
会

の
保
護
活
動
は
感
動
し
ま
し
た
。

上
唐
子
や
新
屋
敷
や
こ
ど
も
動
物

自
然
公
園
な
ど
に
生
息
地
が
あ
る

ら
し
い
で
す
。
ホ
タ
ル
見
た
い
で

す
よ
ね
。 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 

く
ら
し
と
健
康
学
部 

 
 

 
 

 

岩
﨑 

惠
子 
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クラブ活動報告  / 編集後記  

 

２
月
２
日
き
ら
め
き
市
民
大
学

体
育
館
に
て
、
参
加
部
員
男
女
18

名
に
よ
る
、
第
一
回
卓
球
大
会
が

行
わ
れ
ま
し
た
。 

秋
田
谷
さ
ん
と
清
水
さ
ん
の

選
手
宣
誓
の
後
、
選
手
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
A
ブ
ロ
ッ
ク
、
B
ブ
ロ
ッ

ク
に
分
か
れ
、
日
頃
の
練
習
成
果

を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
ま
し
た
。

対
戦
が
、

１
回
戦
か
ら
２
回
戦
へ

と
進
行
す
る
に
つ
れ
、
白
熱
し
た

試
合
が
展
開
さ
れ
て
行
き
ま
し
た
。

卓
球
は
、

頭
脳
的
な
プ
レ
ー
と 

      

実
践
的
技
術
の
高
さ
が
勝
敗

を
決
定
す
る
要
因
と
な
り
ま
す
。 

 

多
く
の
卓
球
部
員
は
入
学
当
初

「
ピ
ン
ポ
ン
」
と
い
う
状
況
か
ら

競
技
と
し
て
の
「
卓
球
」
へ
と
大

き
く
成
長
し
ま
し
た
。
学
び
舎
で

の
練
習
の
大
切
さ
を
痛
感
し
な
が

ら
、

無
事
大
会
を
終
了
す
る
こ
と

が
で
き
、
ほ
っ
と
す
る
と
同
時
に
、

部
員
の
皆
様
に
感
謝
の
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。
試
合
結
果
、
優

勝
は
、

く
ら
し
と
健
康
学
部
の
森

屋
さ
ん
、

準
優
勝
は
く
ら
し
と
健

康
学
部
の
秋
田
谷
さ
ん
で
し
た
。 

  

 

部
員
は
次
の
大
会
に
向
け
て
、
さ

ら
に
練
習
を
重
ね
頑
張
っ
て
い
く

こ
と
を
誓
い
合
い
ま
し
た
。 

 

 

 

                 東
松
山
市
き
ら
め
き
市
民
大
学 

第
20
期
自
治
会
広
報
委
員
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発
行
日
：
令
和
５
年
３
月
２
日 

20
期
・
卓
球
ク
ラ
ブ 

 
 

 
 

 
 

飯
平 

孝 

編
集
後
記 

早
い
も
の
で

20
期
生
が
き

ら
め
き
市
民
大
学
に
入
学
し

て
か
ら
、
も
う
す
ぐ
一
年
が
経

と
う
と
し
て
い
ま
す
。
寒
い

日
々
が
続
い
た
冬
が
少
し
ず

つ
遠
ざ
か
り
、
朝
に
夕
に
春
の

気
配
を
感
じ
な
が
ら
、
新
し
い

芽
吹
き
も
見
え
始
め
た
今
日

こ
の
頃
で
す
。 

 

や
が
て
ピ
カ
ピ
カ
？
の
新

一
年
生
が
入
学
し
て
く
る
と

思
う
と
、
少
し
だ
け
先
輩
の
私

た
ち
は
、
心
が
わ
く
わ
く
し
ま

す
。
ど
ん
な
仲
間
が
入
学
す
る

か
、
待
ち
遠
し
い
春
で
す
。 

 

優勝した森屋さん  

選手宣誓  
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