
8

　
　
　
　

夏

　　　
　

内
部
進
学
者
登
校
の
折
、
日
頃
な
じ
み
し
娘
、
常
と
は
異
な
る
髪
形
し
た
る
様
を
か
し

　
　

け
れ
ば
、
詠
み
て
つ
か
は
し
け
る
。

束
ね
髪　

結
び
目
ず
ら
し
前
に
垂
る　

十
五
の
君
の
春
爛ゆ

か
む
と
す
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担
当
授
業
終
へ
て
大
学
に
ま
ゐ
ら
む
と
す
る
に
、
通
院
早
退
と
て
共
に
ま
か
ら
む
と
あ

　
　

れ
ば
、
詠
み
て
つ
か
は
し
け
る
。

傘
を
置
き
て
と
も
に
歩
ま
ん
昼
の
街　

続
く
と
も
な
き
梅
雨
の
は
れ
ま
に

　
　

　
　

題
知
ら
ず

夏
服
の
少
女
の
歩
み
陽
に
映
え
て
ま
ぶ
し
く
な
り
ぬ
初
夏
の
街
並
み
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あ
と
が
き

王
朝
期
の
歌
合
わ
せ
の
評
語
に
「
歌
め
く
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
い
か
に
も
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を

成
し
遂
げ
て
い
た
り
、
風
情
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
言
葉
の
よ
う
で
す
。
本
歌
集
の
「
歌
め

き
」
と
い
う
の
は
こ
の
「
歌
め
く
」
と
い
う
言
葉
に
由
来
し
ま
す
が
、
そ
の
意
味
は
本
来
の
も
の
と
は
異
な
り
ま

す
。
そ
ん
な
用
法
が
王
朝
期
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
「
歌
め
く
」
の
「
め
く
」
を
「
春
め

く
」
の
「
め
く
」
の
よ
う
に
、「
～
の
兆
し
を
醸
し
出
す
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
み
な
し
、
こ
こ
で
は
、「
歌
め

き
」
を
「
歌
を
詠
み
た
く
な
る
気
分
」
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
使
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
誤
用
の
一
種
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て
こ
の
言
葉
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を
負
わ
せ
て
題
名
に
使
う
の
は
、
今
自
分

が
歌
を
詠
も
う
と
し
て
い
る
気
分
を
表
わ
す
語
を
求
め
る
と
き
、
王
朝
期
の
歌
語
「
歌
め
く
」
に
関
わ
り
を
も
つ

「
歌
め
き
」
以
外
に
適
切
な
言
葉
を
見
出
せ
な
い
か
ら
で
す
。

お
お
よ
そ
近
代
短
歌
の
主
流
を
占
め
る
の
は
独
詠
歌
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
私
が
歌
ら
し
き
も
の
を
詠
み
始
め

た
の
は
高
校
時
代
に
遡
り
ま
す
が
、
当
初
詠
ん
で
い
た
の
は
や
は
り
独
詠
歌
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
授
業
で
接
し

た
王
朝
期
の
物
語
の
い
く
つ
か
に
影
響
を
受
け
た
の
か
、
私
の
創
作
の
興
味
は
た
ち
ま
ち
贈
答
歌
に
移
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亜
衣
璃

太ひ
か
り陽

さ
し
目
が
さ
め
上
向
く
ひ
ま
わ
り
と　

海
風
と
と
も
に
あ
な
た
の
も
と
へ

　
　

か
へ
し

青
春
の
光
の
中
に
憧
れ
る
君
の
若
さ
の
夢
ぞ
羨と
も

し
き
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で
す
が
、
そ
れ
は
い
つ
し
か
、
独
身
生
活
を
続
け
た
ゆ
え
の
子
孫
の
欠
如
を
補
う
も
の
と
し
て
世
に
残
し
た
い
も

の
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
如
何
せ
ん
歌
の
性
質
上
多
く
を
詠
め
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
長
年
勤
し

ん
で
そ
れ
な
り
の
歌
を
詠
む
機
会
を
得
て
い
た
学
校
を
退
職
し
て
以
後
は
、
詠
作
の
機
会
も
乏
し
い
も
の
に
な
る

一
方
、
詠
み
貯
め
た
歌
で
人
の
鑑
賞
に
堪
え
る
も
の
の
数
は
と
て
も
歌
集
な
ど
を
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
世
に
問
う
思
い
は
叶
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
も
の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
風
向
き
が
俄
か
に
変
わ
っ
た
の
は
、
産
休
代
用
教
員
と
し
て
昨
年
の
六
月
か
ら
期
限
付
き
で
今
の
女

子
校
に
勤
め
は
じ
め
て
か
ら
で
す
。
八
年
近
い
空
白
期
に
も
教
え
る
技
は
残
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
面
で
生
徒

に
不
安
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
好
意
的
に
迎
え
て
も
ら
え
た
の

か
、
学
園
ド
ラ
マ
を
彩
る
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
髣
髴
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
出
来
事
が
次
々
と
起
こ
っ
た
の
で

す
。
そ
の
具
体
的
な
状
況
は
本
歌
集
の
と
り
わ
け
「
相
聞
」
の
部
の
後
半
の
歌
群
の
詞
書
き
か
ら
推
測
し
て
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
長
ら
く
近
所
の
ス
ー
パ
ー
の
バ
イ
ト
の
お
嬢
さ
ん
や
市
民
図
書
館
で
の
常
連
の
お
嬢

さ
ん
と
の
間
に
わ
ず
か
に
作
れ
て
い
た
「
歌
め
く
」
時
間
が
、
大
袈
裟
に
言
え
ば
奔
流
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
こ

と
に
な
り
、
歌
め
く
機
会
を
作
っ
て
く
れ
た
生
徒
へ
の
お
礼
の
気
持
ち
を
か
ね
た
贈
歌
が
そ
の
結
晶
と
し
て
続
々

と
い
う
か
、
好
き
に
な
っ
た
同
学
年
の
女
の
子
に
歌
を
贈
る
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
の
で
す
。
幸
い
、
相
手
の
子

は
こ
ち
ら
の
奇
妙
な
趣
味
に
付
き
合
っ
て
く
れ
て
、
は
じ
め
て
の
歌
の
贈
答
は
ま
ん
ま
と
成
功
し
ま
し
た
。
そ
の

際
の
贈
答
歌
は
稚
拙
さ
が
勝
る
も
の
で
あ
る
た
め
本
歌
集
に
は
載
せ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
女
性
に
は
、
こ
の
歌

集
成
立
の
嚆
矢
を
な
し
た
方
と
し
て
ま
ず
感
謝
の
言
葉
を
捧
げ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
れ
以
来
、
私
の
詠
歌
の
中
心
は
贈
答
歌
と
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
か
、
高
校
卒
業
以
降
、
異
性
を
好
き
に
な

る
ご
と
に
、
相
手
に
歌
を
贈
る
こ
と
を
し
始
め
た
わ
け
で
す
。
た
だ
し
「
答
歌
」
＝
返
歌
を
貰
う
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
相
手
に
と
っ
て
こ
ち
ら
が
魅
力
不
足
で
あ
り
、
歌
も
力
不
足
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
上
に
、
相
手
が
そ
ん
な
風
習
に
は
不
慣
れ
な
こ
と
と
、
返
歌
の
出
来

に
よ
っ
て
自
分
を
値
踏
み
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
た
か
ら
だ
と
、
今
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

数
す
く
な
い
返
歌
の
相
手
は
、
専
ら
体
裁
意
識
が
ま
だ
強
い
と
は
い
え
な
い
年
齢
の
子
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
そ

の
証
左
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
状
況
に
も
め
げ
ず
私
は
贈
答
歌
の
か
た
わ
れ
を
詠
み
続
け
ま
し
た
。
も
っ
と
も
年
齢
が
か
さ
む
に
つ

れ
て
贈
答
歌
は
恋
歌
の
代
名
詞
で
は
な
く
、
親
し
い
相
手
へ
の
あ
い
さ
つ
代
わ
り
の
要
素
も
加
味
し
て
ゆ
く
わ
け
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に
し
て
学
校
を
去
る
予
定
だ
っ
た
の
で
す
。

三
学
期
に
な
っ
て
文
系
の
三
年
生
の
授
業
が
な
く
な
っ
て
以
来
、
私
が
受
け
持
っ
て
い
た
の
は
二
年
生
の
理
系

娘
（
２
ク
ラ
ス
に
ま
た
が
る
も
の
な
が
ら
、
合
計
わ
ず
か
に
四
十
六
名
）
の
み
で
あ
り
、
贈
答
歌
の
課
題
も
こ
の
娘
達
に

課
し
た
も
の
で
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
昨
夏
以
来
始
ま
っ
た
歌
め
く
時
空
の
創
出
は
、
受
験
で
心
の
余
裕
が
な

か
っ
た
三
年
生
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
、
定
期
試
験
時
以
外
は
あ
ま
り
勉
学
に
熱
心
と
は
言
え
な
い
こ
の
娘
達
お
よ
び

そ
の
仲
間
の
一
部
の
文
系
娘
の
み
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

こ
の
娘
達
は
私
の
口
車
に
乗
せ
ら
れ
て
、
詠
歌
の
企
て
を
受
け
入
れ
た
も
の
の
、
い
ざ
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、

志
向
的
に
詠
歌
な
ど
に
縁
が
な
い
子
が
多
か
っ
た
せ
い
か
、
冬
休
み
が
明
け
て
も
提
出
さ
れ
た
の
は
該
当
者
の
半

分
に
満
た
な
い
数
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
か
げ
で
私
は
易
々
と
返
歌
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で

す
が
、
こ
ん
な
状
況
で
は
、
取
り
立
て
で
も
し
な
い
限
り
と
て
も
全
員
の
歌
の
掲
載
は
お
ぼ
つ
か
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
退
職
の
記
念
の
置
き
土
産
に
す
る
と
い
う
企
て
の
実
現
は
困
難
だ
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

思
案
に
暮
れ
た
中
、
考
え
付
い
た
の
が
、
今
ま
で
詠
み
貯
め
た
も
の
を
歌
集
と
し
て
出
版
し
、
そ
こ
に
生
徒
と

と
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

私
は
か
つ
て
王
朝
期
の
物
語
の
中
の
、
会
話
の
よ
う
な
速
や
か
な
歌
の
贈
答
を
、
自
ら
の
経
験
に
鑑
み
て
訝
し

く
思
う
ば
か
り
で
し
た
が
、
こ
の
時
ば
か
り
は
、
自
分
な
が
ら
い
い
調
べ
と
思
わ
れ
る
歌
が
機
会
に
応
じ
て
湯
水

が
湧
く
よ
う
に
詠
出
さ
れ
る
経
験
を
し
、
そ
れ
は
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
な
の
だ
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
状
況
は
今
も
継
続
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
、
今
の
職
場
を
辞
す
る
に
際
し
、
枯

れ
木
に
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
「
歌
め
き
の
時
」
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
皆
さ
ん
に
謝
意
を
表
す
べ
く
、

歌
集
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

本
歌
集
に
は
、
こ
ち
ら
か
ら
生
徒
に
詠
み
か
け
た
歌
と
は
別
に
、
生
徒
の
作
に
私
が
答
え
る
形
の
贈
答
歌
群
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
当
初
後
者
は
今
と
は
別
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
で
し
た
。
冬
休
み
の
任
意
課
題
と
し

て
、
短
歌
を
読
む
こ
と
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
が
返
歌
し
て
く
れ
る
な
ら
応
じ
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
さ
ら
に
賀
状
と
し
て
寄
せ
ら
れ
た
も
の
に
は
こ
ち
ら
も
賀
状
の
形
で
返
歌
を
す
る
と
い
う
条
件
が
加
わ
っ
て
、

そ
れ
は
実
施
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
私
と
し
て
は
、
こ
う
し
て
で
き
る
は
ず
の
生
徒
と
の
贈
答
歌
集
を
、
懇
意

の
国
語
係
の
生
徒
の
手
助
け
を
得
て
印
刷
製
本
し
、
そ
れ
を
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
三
月
末
の
退
職
時
の
手
土
産
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女
子
高
生
と
の
何
気
な
い
日
常
の
一
コ
マ
の
、
詩
的
な
時
空
へ
の
昇
華
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
密
か
に
自
負
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
歌
集
出
版
の
目
的
の
一
つ
は
現
在
の
勤
め
先
の
生
徒
へ
の
感
謝
で
す
か
ら
、

本
歌
集
の
装
幀
と
題
簽
は
勤
め
先
の
イ
メ
ー
ジ
を
髣
髴
さ
せ
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
わ
け
で
す
。
そ

こ
で
、
歌
集
の
装
幀
と
題
簽
は
、
ア
ー
ト
デ
ザ
イ
ン
科
に
在
籍
し
か
つ
書
道
部
で
も
達
筆
で
知
ら
れ
る
生
徒
、
仲

ひ
な
乃
さ
ん
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
た
私
の
苦
手
と
す
る
校
正
に
関
し
て
は
、
私
の
歌
に
最
初
に

興
味
を
示
し
て
く
れ
た
理
系
ク
ラ
ス
の
野
村
彩
花
さ
ん
と
石
田
亜
衣
璃
さ
ん
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
の
三
人
に
つ
い
て
は
勿
論
か
か
わ
り
の
あ
る
歌
が
本
歌
集
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

思
え
ば
本
歌
集
の
実
現
は
一
種
の
仏
恩
の
結
果
と
も
い
え
る
も
の
で
す
。
仏
教
書
の
原
稿
を
抱
え
な
が
ら
出
版

の
目
途
を
立
て
ら
れ
ず
に
い
た
私
と
武
蔵
野
書
院
と
の
縁
を
、
異
分
野
へ
の
転
出
に
も
目
を
つ
ぶ
り
取
り
持
っ
て

下
さ
っ
た
の
は
、
大
学
と
院
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
中
野
幸
一
先
生
で
し
た
が
、
院
生
時
代
そ
の
ご
指
導
の
も
と
、

私
が
研
究
に
勤
し
ん
で
い
た
の
は
仏
教
的
理
念
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
し
た
。
私
の

仏
教
へ
の
興
味
は
そ
こ
に
由
来
す
る
わ
け
で
す
が
、
い
ま
そ
こ
に
淵
源
す
る
仏
教
書
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
御
縁

の
贈
答
歌
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
う
考
え
た
わ
け
は
、
生
徒
へ
の
返
歌
も
加
え
れ
ば
歌
集
と
し
て
編

む
の
に
十
分
な
歌
数
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
、
歌
を
提
出
し
て
く
れ
た
生
徒
と
「
歌
め
き
の

時
」
を
作
っ
て
く
れ
た
生
徒
は
重
な
る
子
も
多
い
の
で
、
自
分
の
歌
集
に
生
徒
の
歌
も
載
せ
て
あ
げ
れ
ば
、
生
徒

へ
の
謝
意
を
さ
ら
に
示
す
こ
と
も
で
き
る
か
ら
と
言
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
な
ぜ
か
私
の
勤
務
期
限
が
九
月
ま
で

延
び
て
、
な
お
一
層
の
歌
め
く
時
空
の
創
出
機
会
が
増
え
、
詠
歌
の
数
が
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
私
は
こ
う
し
た
目
論
見
を
、
前
著
で
お
世
話
に
な
っ
た
武
蔵
野
書
院
の
前
田
智
彦
氏
に
詠
歌
の
幾
つ
か
と

と
も
に
披
歴
し
、
ご
相
談
し
た
の
で
す
が
、
幸
い
快
い
賛
同
の
言
葉
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
か
く
し
て
、
新
た
に

受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
生
徒
と
の
歌
も
加
え
、
こ
の
よ
う
な
形
の
歌
集
が
世
に
出
る
運
び
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

本
歌
集
に
載
る
よ
う
な
歌
は
、
そ
の
成
立
事
情
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
当
然
詠
歌
成
立
の
い
き
さ
つ
を
説

く
詞
書
き
が
不
可
欠
な
わ
け
で
す
が
、
私
は
そ
れ
を
古
語
で
記
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
私
の
歌
が
王
朝
物
語
的
発
想
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
以
上
に
「
歌
め
く
」
時
空
の
叙
述
に

充
て
ら
れ
る
の
は
日
頃
使
わ
れ
る
言
葉
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
言
葉
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
か
ら
で
す
。

そ
れ
に
よ
り
、
若
年
時
の
歌
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
は
と
も
か
く
、
昨
今
の
学
校
生
活
で
の
、
定
年
過
ぎ
の
教
員
と
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で
本
歌
集
の
出
版
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

ま
た
そ
の
完
成
に
「
歌
め
き
の
時
」
を
創
出
し
て
く
れ
た
生
徒
と
の
出
会
い
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は

述
べ
た
通
り
で
す
が
、
そ
の
出
会
い
は
現
代
的
な
校
舎
な
が
ら
、
そ
の
一
角
に
鐘
楼
を
も
ち
、
校
舎
の
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
に
仏
像
仏
画
が
安
置
さ
れ
る
学
校
で
な
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
仏
教
書
を
出
し
た
こ
と
と
、

本
校
に
勤
め
た
こ
と
に
表
面
的
に
は
何
の
因
果
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
数
珠
を
携
行
し
、
い
わ
ば
お
線
香
色
の
ブ
レ

ザ
ー
を
纏
い
、
時
々
に
念
仏
を
唱
え
る
愛
す
べ
き
生
徒
を
思
う
時
、
本
歌
集
の
出
版
が
実
現
で
き
た
こ
と
に
つ
い

て
は
や
は
り
仏
恩
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。

今
願
う
こ
と
は
、
こ
の
歌
め
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
歌
が
私
の
単
な
る
自
己
満
足
と
生
徒
達
と
の
思
い
出

に
終
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
の
人
生
の
一
コ
マ
と
親
和
性
を
結
び
、
詩
的
時
間
を
共
有
し
得
る
も
の
と
な
る
こ
と
で

す
。
最
後
に
、
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
本
歌
集
の
実
現
に
際
し
て
は
武
蔵
野
書
院
の
前
田
智
彦
氏
の
ご
配
慮
と
ご
厚

情
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝
い
た
し
、
結
び
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

令
和
三
年
八
月
七
日
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