
　

そ
も
そ
も
学
校
と
呼
べ
る
も
の
が
出
現
し
た

の
は
い
つ
頃
か
ら
だ
ろ
う
。
室
町
期
の
足
利
学

校
（
国
史
跡
・
日
本
遺
産
）
や
江
戸
期
の
岡
山

藩
閑し

ず
た
に谷

学
校
（
国
史
跡
・
国
宝
）
な
ど
、
名
称

と
し
て
の
学
校
は
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
る

が
、
教
育
制
度
と
し
て
の
「
学
校
」
が
整
う
の

は
や
は
り
近
代
に
な
っ
て
か
ら
。
そ
の
辺
り
の

学
び
舎
の
変
遷
史
、
愛
媛
事
情
を
県
内
で
拾
っ

て
み
よ
う
。

　

江
戸
期
の
伊
予
八
藩
に
は
そ
れ
ぞ
れ
藩
校
が

あ
り
、現
存
す
る
代
表
例
で
は
松
山
藩
校
と
し
て

文
政
十
一（
1
8
2
8
）年
に
設
立
の
明
教
館
が

あ
る
。
近
代
と
な
っ
て
明
治
三
年
、県
内
他
藩
に

先
駆
け
て
洋
典
科
が
設
け
ら
れ
、英
学
校
の
設
置

を
み
た
事
は
着
目
に
値
す
る
。
同
十
一
年
に
は

松
山
中
学
と
な
り
、し
ば
ら
く
し
て
正
岡
子
規
も

入
学
、そ
の
後
は
そ
う
し
た
有
為
の
人
材
を
多
数

輩
出
す
る
こ
と
と
な
り
講
堂
内
に
は
彼
ら
の
肖

像
画
が
そ
の
三
方
に
掛
け
ら
れ
て
い
て
圧
巻
。

こ
の
建
物
は
昭
和
十
二
年
に
現
在
地
へ
移
築
さ

れ
た
が
、
同
二
十
年
の
数
度
に
わ
た
る
松
山
空

襲
を
考
え
る
と
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
遺
構
と
し

て
よ
く
ぞ
残
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、江
戸
期
で
現
存
す
る
学
び
舎
に
は
、幕

末
期
に
ひ
と
際
光
芒
を
放
っ
た
建
物
が
大
洲
に

あ
る
八
幡
神
社
の
私
塾
古
学
堂
で
あ
る
。
主
宰

す
る
神
官
常
磐
井
巖
戈（
い
か
し
ほ
こ
）、彼
と
義

兄
弟
の
契
り
を
結
ぶ
国
学
者
矢
野
玄
道
、ま
た

は
天
才
語
学
者
三
瀬
諸
淵
、悲
運
の
志
士
巣
内

式
部
、岩
倉
具
視
の
懐
刀
と
な
る
香
渡
晋（
こ
う

ど
す
す
む
）、後
に
五
稜
郭
の
設
計
者
と
な
る
武

田
斐
三
郎
、三
輪
田
米
山（
書
家
）・
元
網（
勤
皇

家
）兄
弟
な
ど
な
ど
、枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

何
れ
も
こ
の
小
さ
き
学
び
舎
か
ら
巣
立
ち
、
幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
激
動
期
に
異
彩
を
放

つ
活
躍
を
し
て
い
る
。
容
れ
物
の
大
き
さ
と
中

身
の
教
育
は
関
係
な
い
の
だ
ろ
う
、
そ
れ
よ
り

も
大
事
な
の
は
教
え
る
側
と
学
ぶ
側
の
真
剣
度

で
あ
り
、
そ
う
し
た
時
代
の
持
つ
熱
な
の
か
も

知
れ
な
い
。
藩
校
と
は
違
っ
て
身
分
を
問
わ
な

い
そ
の
受
け
入
れ
も
あ
っ
て
、
建
物
の
土
台
と

な
る
石
垣
に
棒
杭
を
刺
し
て
足
掛
か
り
と
し
、

出
格
子
に
掴
ま
っ
て
受
講
す
る
者
が
居
た
ほ
ど

の
人
気
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
一
人
で
こ
の
建
物

を
守
っ
て
お
ら
れ
た
常
磐
井
忠
香
氏
か
ら
、
平古学堂、手前が書庫

明教館内部、支輪天井がその格式を物語る
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成
の
初
め
頃
に
伺
っ
た
話
で
も
あ
る
。

　

明
治
二
年
に
建
っ
た
と
伝
わ
る
卯
之
町
・
申
義

堂
を
見
て
み
よ
う
。
こ
ち
ら
も
地
域
の
人
々
の

肝
い
り
に
よ
っ
て
出
来
た
私
塾
。
元
々
は
現
在

地
の
東
方
２
０
０
ｍ
く
ら
い
、坪
ヶ
谷
に
あ
っ
た

大
師
堂
で
漢
学
者
左
氏
珠
山
が
教
え
て
い
た
が
、

宇
和
島
藩
校
明
倫
館
に
出
仕
す
る
事
と
な
り
、

新
し
い
指
導
者
を
迎
え
る
べ
く
近
く
に
新
築
さ

れ
た
の
が
こ
の
建
物
。
そ
の
人
物
は
珠
山
の
師

上
甲
振
洋
と
い
う
当
時
著
名
な
八
幡
浜
の
儒
学

者
。
日
振
島
の
代
官
を
し
て
い
た
事
が
あ
り
号

を
振
洋
と
し
て
い
る
。
郷
党
有
志
で
建
て
た
申

義
堂
は
住
宅
兼
用
の
実
に
素
朴
な
も
の
。
そ
れ

で
も
、
き
っ
と
お
迎
え
す
る
に
当
た
り
失
礼
の

無
い
よ
う
誠
を
尽
く
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、

そ
の
佇
ま
い
か
ら
見
て
取
れ
る
。
同
五
年
に
は

い
よ
い
よ
近
代
教
育
と
し
て
の
学
制
発
布
と
な

り
、
こ
の
建
物
は
そ
の
ま
ま
新
時
代
の
学
び
舎

と
し
て
開
明
学
校
と
名
を
変
え
て
使
用
さ
れ

る
。
国
民
皆
学
を
目
指
し
た
こ
の
「
必
ず
邑
に

不
学
の
戸
な
く
、
家
に
不
学
の
人
無
か
ら
し
め

ん
こ
と
を
期
す
」
と
い
う
文
言
に
は
、
当
時
の

近
代
国
家
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
教
育
へ
の

熱
気
が
伝
わ
り
、
開
明
の
新
校
名
に
も
ま
さ
に

そ
の
意
気
が
反
映
さ
れ
た
格
好
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
余
談
な
が
ら
不
思
議
な
因

縁
を
感
じ
る
の
は
、
こ
の
開
明
学
校
の
基
と

な
っ
た
申
義
堂
生
み
の
親
で
あ
る
左
氏
珠
山

が
、
後
の
明
治
中
期
に
は
冒
頭
の
松
山
中
学
の

漢
文
教
師
と
な
り
、
そ
こ
に
赴
任
し
て
き
た
夏

目
漱
石
に
よ
っ
て
や
が
て
小
説
「
坊
ち
ゃ
ん
」

に
モ
デ
ル
と
し
て
登
場
す
る
の
だ
か
ら
人
生
は

分
か
ら
な
い
。

　

そ
う
し
て
や
が
て
手
狭
に
な
り
、
同
十
五
年

末
に
新
築
さ
れ
た
の
が
現
在
国
重
文
と
な
っ

て
い
る
開
明
学
校
で
あ
る
。
外
観
は
白
壁
漆
喰

の
寄
棟
二
階
建
て
、
棟
梁
は
三
崎
大
工
の
都
築

熊
吉
。
見
よ
う
見
ま
ね
の
擬
洋
風
で
は
あ
っ
た

が
、
一
、
二
階
に
ず
ら
り
と
並
ぶ
ガ
ラ
ス
建
具

の
ア
ー
チ
窓
が
四
国
の
片
田
舎
で
は
余
程
珍
し

か
っ
た
の
か
、
大
層
な
評
判
と
な
っ
た
ら
し
い
。

以
後
宇
和
盆
地
で
は
そ
の
ア
ー
チ
窓
が
流
行
し

た
形
跡
も
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
兎
角
流
行

は
見
た
目
で
は
や
り
、
そ
れ
が
ま
た
時
代
の
風

と
な
っ
て
次
第
に
定
着
す
る
好
例
で
も
あ
る
。

　

さ
て
、
比
較
的
こ
れ
ま
で
の
開
明
学
校
は
そ

の
建
設
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
貴
重
な
掛
け
図
な

ど
の
教
育
資
料
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
て
、
肝

心
の
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
人
材
が
育
っ
た
か
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
聞
い
て
い
な
い
。
大
人
気
の
明

治
の
授
業
な
ど
、
理
想
的
な
保
存
利
活
用
の
努

力
が
な
さ
れ
る
中
で
、
今
後
は
そ
う
し
た
人
材

輩
出
の
分
野
に
も
光
が
当
た
り
、
解
明
さ
れ
て

ゆ
く
こ
と
が
待
た
れ
る
。

開明学校

申義堂

21 2018.4


