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そ
の
ほ
と
ん
ど
が
45
分
授
業
で
、
そ
れ
ぞ
れ
週
２
回
実
施
さ
れ
る
。
授
業

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
学
生
に
対
し
て
は
、
本
学
科
の
設
立
と

と
も
に
開
設
さ
れ
た
英
語
学
習
支
援
室
（E

S
S
R

）
で
、
英
語
力
向
上
の

た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
使
っ
て
、
学
生
そ
れ

ぞ
れ
の
力
に
応
じ
て
学
習
で
き
る
環
境
を
整
え
た
。
ま
た
、
学
生
は
授
業

以
外
に
毎
月
１
回
土

曜
日
にT

O
E
F
L

の

IT
P

かP
r
a
c
tic
e

te
st

の
い
ず
れ
か
を

受
験
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
更
に
、
学

生
の
英
語
力
向
上
の

た
め
に
毎
回
の
学
生

の
様
子
や
授
業
へ
の

取
り
組
み
、TO

E
F
L

の
伸
び
は
ス
キ
ル
担

当
の
先
生
方
で
分
析

し
、
直
接
学
生
の
指

導
に
生
か
さ
れ
て
い

る
。学

生
に
正
確
に
留

学
先
の
情
報
を
与
え

る
こ
と
も
留
学
先
決

定
の
重
要
な
要
素
で

あ
る
。
留
学
先
の
大

学
に
関
す
る
情
報
提

供
の
場
と
し
て
、
ほ
ぼ
毎
週
水
曜
日
の
３
校
時
に
説
明
会
を
実
施
し
て
い

る
。
主
に
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、
春
学
期
ま
で
に
留
学
先

地
域
の
特
徴
を
概
説
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
紹
介
を
行
う
。
ま
た
、
国

際
教
養
留
学
先
の
大
学
か
ら
講
師
が
来
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
機
会
を
利

用
し
て
学
生
に
講
演
会
や
交
流
会
を
実
施
し
て
い
る
。

英
語
力
、
留
学
先
の
情
報
を
持
っ
て
い
て
も
、
肝
心
な
の
が
留
学
先
で

何
を
勉
強
す
る
の
か
、
と
い
う
内
容
面
の
問
題
で
あ
る
。
国
際
教
養
科
目

で
は
、
内
容
面
の
充
実
の
た
め
に
一
年
生
の
科
目
と
し
て
「
日
本
の
歴
史
」

「
日
本
の
文
化
」「
イ
ギ
リ
ス
研
究
入
門
」「
北
米
研
究
入
門
」
が
必
修
と

し
て
設
置
さ
れ
、
英
語
を
媒
介
言
語
に
し
て
学
生
は
学
ん
で
い
る
。
ま
た
、

各
自
が
研
究
テ
ー
マ
を
深
め
る
科
目
と
し
て
、
留
学
前
ま
で
に
「
国
際
教

養
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
」
と
い
う
演
習
科
目
が
置
か
れ
て
い
る
。
現
在
「
国

際
教
養
演
習
Ⅰ
」
で
は
、
大
学
の
学
問
の
基
礎
と
な
る
表
現
力
、
時
間
管

理
、
ノ
ー
ト
の
取
り
方
、
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
等
の
技
能
習
得
を
目
指
し

て
い
る
。

新
た
な
挑
戦

１
０
１
名
の
学
生
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
素
晴
ら
し
い
能
力
を
持
っ
て
い

る
。
優
秀
な
学
生
も
た
く
さ
ん
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
教
員
が
学

生
に
常
に
言
っ
て
い
る
こ
と
は
「
他
人
と
比
べ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自

身
の
過
去
と
比
べ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
十
分
に
英
語
力
が
あ
る
か

ら
そ
れ
で
終
わ
り
で
な
く
、
む
し
ろ
大
学
に
入
っ
て
ど
の
程
度
自
分
自
身

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
我
々
教
員
自
身

も
能
力
が
高
い
学
生
だ
け
を
指
導
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
だ
け
で
な
く
、

学
生
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
自
己
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
い
か

に
我
々
が
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
が
真
に
問
わ
れ
て
い
る
。

創
立
１
３
０
周
年
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
学
芸
学
部
国
際
教
養
学
科

は
、
本
年
４
月
２
日T

eele
新
学
長
の
就
任
と
共
に
１
０
１
名
の
新
入
生

を
迎
え
、
本
学
の
歴
史
に
新
た
に
そ
の
名
を
刻
ん
だ
。
本
学
科
は
本
学
の

教
育
理
念
の
一
つ
で
あ
る
「
国
際
主
義
」
を
充
実
、
発
展
さ
せ
る
た
め
に

創
設
さ
れ
た
学
科
で
あ
り
、
新
島
の
留
学
の
志
を
受
け
継
ぐ
学
科
で
も
あ

る
。

３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

本
学
科
の
特
徴
は
３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
英
語
」「
留
学
」「
教
養
」
で
あ
る
。
学
生
自
身
が
高
校
ま
で
培
っ
て
き

た
英
語
力
を
正
規
留
学
で
き
る
ま
で
向
上
さ
せ
、
留
学
で
学
ん
だ
こ
と
と

本
学
で
学
ん
だ
こ
と
を
統
合
、
発
展
さ
せ
、
真
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
こ

と
に
あ
る
。

従
来
の
大
学
教
育
は
、
留
学
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
入
学
し

た
学
生
に
対
し
十
分
な
英
語
力
を
保
障
し
、
明
確
な
目
的
を
持
た
せ
、
帰

国
後
留
学
経
験
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

不
十
分
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

本
学
科
の
目
指
す
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の
も
の
と
は
大
き
く
異

な
る
。
英
語
圏
の
大
学
へ
正
規
留
学
で
き
る
よ
う
な
英
語
力
を
身
に
つ
け

さ
せ
、
留
学
の
目
標
を
明
確
に
持
た
せ
、
た
だ
授
業
を
受
け
て
帰
っ
て
く

る
の
で
は
な
く
、日
本
と
英
語
圏
の
視
点
の
違
い
を
徹
底
的
に
考
え
さ
せ
、

物
事
の
本
質
を
見
抜
く
力
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
留
学

前
は
英
語
を
徹
底
し
て
身
に
つ
け
、
課
題
を
持
っ
て
留
学
し
、
留
学
前
、

留
学
中
は
も
と
よ
り
留
学
後
も
専
任
教
員
が
関
わ
り
を
持
っ
て
細
か
く
指

導
し
て
い
く
。

現
在
の
取
り
組
み

以
上
の
目
的
達
成
の
た
め
の
本
学
の
現
在
の
取
り
組
み
を
先
ほ
ど
の
キ

ー
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

１
年
次
の
科
目
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
留
学
に
必
要
な
英
語
力
を
身

に
つ
け
る
こ
と
が
中
心
と
な
る
。
英
語
ス
キ
ル
科
目
を
７
つ
に
分
け
、
正

規
留
学
に
必
要
な
試
験
で
あ
るT

O
E
F
L
iB
T

で
高
得
点
を
取
ら
せ
る
こ

と
が
当
面
の
目
標
で
あ
る
。
も
ち
ろ
んT

O
E
F
L

で
点
数
を
取
る
だ
け
が

目
標
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
留
学
先
の
大
学
の
正
規
科
目
を
受
講
す
る

に
必
要
な
十
分
な
英
語
力
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、

R
ead
in
g

とL
isten

in
g

ク
ラ
ス
以
外
は
10
人
程
度
の
ク
ラ
ス
で
実
施
し
、

国
際
教
養
学
科
の
取
り
組
み
と
挑
戦

女
子
大
学
学
芸
学
部

国
際
教
養
学
科
主
任

飯
　
田
　
　
　
毅
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是
正
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
学
の
精
神
の
原
点
に
立
ち
戻
り
、
キ
リ
ス
ト
教

主
義
的
、
人
格
主
義
的
教
育
の
充
実
・
発
展
に
邁
進
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ

れ
の
進
む
べ
き
道
で
あ
る
。」

連
携
に
名
を
連
ね
た
学
校
は
い
ず
れ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
根
ざ
す

人
格
形
成
の
教
育
を
進
め
て
き
た
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

学
校
と
教
育
理
念
の
共
通
性
を
軸
に
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
進
め
、
中

高
か
ら
大
学
へ
教
育
環
境
の
意
義
あ
る
接
続
を
図
る
。
そ
の
中
で
、
建
学

の
精
神
に
掲
げ
ら
れ
た
教
育
の
再
生
を
め
ざ
す
と
い
う
の
が
、
こ
の
協
定

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

協
定
の
内
容

協
定
に
よ
り
実
施
す
る
推
薦
入
学
制
度
は
、
従
来
か
ら
あ
る
学
力
基
準

中
心
の
指
定
校
制
と
は
趣
旨
を
異
に
す
る
。
学
力
も
も
と
よ
り
重
要
な
要

素
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
各
校
の
教
育
理
念
に
基
づ
い
た
教
育
を
し
っ

か
り
身
に
つ
け
た
、
意
欲
あ
ふ
れ
る
生
徒
を
求
め
て
い
る
。
受
入
基
準
に

つ
い
て
は
法
人
内
高
校
と
同
水
準
と
し
、
全
学
で
統
一
し
た
。
そ
の
上
で
、

例
え
ば
理
工
系
で
は
数
学
・
理
科
の
履
修
状
況
な
ど
、
学
部
の
特
性
に
応

じ
て
別
途
、
教
科
・
科
目
の
受
入
基
準
を
設
け
た
。

ま
た
、
高
校
側
で
推
薦
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
生
徒
が
い
な
い
場
合
、
推

薦
枠
を
あ
え
て
満
た
す
必
要
は
な
い
と
い
う
運
用
に
し
た
の
も
特
徴
で
あ

る
。
指
定
校
制
で
あ
れ
ば
推
薦
依
頼
の
見
直
し
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
る

が
、
こ
の
制
度
は
長
期
的
な
視
野
で
対
応
す
る
の
が
必
然
で
あ
り
、
高
校

側
と
積
極
的
に
話
し
合
っ
て
、
改
善
の
方
向
を
と
も
に
考
え
て
い
く
と
い

う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

２
０
０
８
年
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
方
式
に
よ
る
推
薦
入
学
を
経
済
学

部
を
除
く
10
学
部
で
実
施

し
、
推
薦
依
頼
人
数
は
合
わ

せ
て
81
名
（
２
０
０
８
年
度

実
施
の
4
校
と
神
戸
女
学
院

高
等
学
部
の
合
計
）
と
な
っ

た
。ま

た
、
生
徒
に
対
し
て
志

望
学
部
の
十
分
な
理
解
と
入

学
意
思
の
明
確
化
を
促
す
大

学
紹
介
行
事
を
実
施
す
る
ほ

か
、
相
互
理
解
を
深
め
る
た

め
に
、
教
職
員
や
学
生
生
徒

の
交
流
の
場
の
創
出
も
計
画

し
て
い
る
。

同
志
社
は
キ
リ
ス
ト
教
系

の
学
校
法
人
と
し
て
は
日
本

で
最
大
規
模
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
取
組
み
を
主
導
す

る
形
で
進
め
て
き
た
。
各
校

間
で
は
さ
ら
に
協
議
を
継
続

し
、
高
大
間
に
と
ど
ま
ら
な

い
多
角
的
か
つ
包
括
的
な
交

流
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
予

定
で
あ
る
。

２
０
０
７
年
５
月
26
日
、
大
学
は
キ
リ
ス
ト
教
系
高
等
学
校
5
校
と
、

教
育
連
携
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た
。
５
校
と
は
、
新
島
学
園
高
等
学

校
（
群
馬
県
安
中
市
）、
北
陸
学
院
高
等
学
校
（
金
沢
市
）、
名
古
屋
高
等

学
校
（
名
古
屋
市
）、
近
江
兄
弟
社
高
等
学
校
（
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
）、

九
州
学
院
高
等
学
校
（
熊
本
市
）
で
、
各
校
と
の
間
に
は
２
０
０
８
年
度

（
北
陸
学
院
は
２
０
１
１
年
度
）
か
ら
推
薦
入
学
制
度
を
設
け
る
と
と
も

に
、
高
大
連
携
事
業
を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
新
島
学
園
高
校
と
は
、
か
ね
て
か
ら
法
人
内
高
校
に
準
じ
た

推
薦
制
度
を
設
け
て
交
流
を
図
っ
て
き
た
が
、
今
回
の
協
定
は
こ
の
方
式

に
さ
ら
に
広
域
性
を
持
た
せ
た
も
の
で
あ
る
。
受
け
入
れ
る
学
部
の
入
学

定
員
と
の
関
係
で
、
提
供
で
き
る
推
薦
枠
に
限
度
が
あ
る
た
め
、
主
と
し

て
西
日
本
の
高
校
に
対
し
て
呼
び
か
け
を
試
み
た
。
大
学
は
早
稲
田
大
学

と
学
生
交
換
の
交
流
協
定
を
結
ん
で
い
る
が
、
高
校
と
の
連
携
は
、
全
学

的
な
枠
組
み
と
し
て
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

協
定
の
趣
旨

高
大
連
携
は
他
校
で
も
盛
ん
に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、

高
校
に
と
っ
て
は
進
路
先
の
、
大
学
に
と
っ
て
は
入
学
者
の
確
保
策
と
い

う
意
味
合
い
が
強
い
。
し
か
し
、
本
学
は
早
く
か
ら
法
人
内
高
校
4
校
を

は
じ
め
、
全
国
の
指
定
校
か
ら
広
く
推
薦
入
学
を
実
施
し
て
お
り
、
推
薦

数
の
拡
大
と
い
う
目
的
だ
け
で
は
連
携
の
動
機
づ
け
に
な
り
え
な
か
っ
た
。

昨
年
度
、
大
学
が
相
互
評
価
・
認
証
評
価
を
受
け
た
際
、
最
初
に
問
わ

れ
た
こ
と
は
、
建
学
の
精
神
や
教
学
理
念
が
教
学
に
ど
の
よ
う
に
具
現
化

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
偏
差
値
的
学
力
だ
け
で
大
学
が
評

価
さ
れ
る
時
代
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、
国
公
立
大
学
と
の
差
別
化
を
図

る
意
味
に
お
い
て
も
、
私
学
は
建
学
の
精
神
に
基
づ
く
教
育
の
特
色
を
強

く
打
出
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
協
定
は
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の

趣
意
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
去
る
3
月
以
来
、
各
校
間
で
協
議
し
て

合
意
に
至
っ
た
も
の
で
、
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
（
以
下
、
一
部
を

引
用
）。「
現
在
、
社
会
状
況
の
急
激
な
変
化
に
と
も
な
い
、
教
育
に
か
か

わ
る
多
種
多
様
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
現
在

ほ
ど
豊
か
な
人
間
性
を
涵
養
す
る
教
育
が
切
望
さ
れ
て
い
る
時
代
は
な

い
。
偏
差
値
的
学
力
の
追
求
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
現
代
の
学
校
教
育
を

教
育
理
念
の
共
通
性
を
軸
に
し
た
新
た
な
高
大
連
携

―
キ
リ
ス
ト
教
系
高
等
学
校
５
校
と
の
教
育
連
携
協
定
締
結
―
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高　校　名 所在地 クラス数 生徒数 教員数

新島学園高等学校 群馬県安中市
15クラス
全日制・普通科

0,618
専任31（中高計52）
嘱託10（中高計21）

北陸学院高等学校 石川県金沢市 11クラス 0,306 専任24（中高計34）

名古屋高等学校
愛知県
名古屋市

37クラス（高三12、
高二 13、高一 12）

1,453 専任76、嘱託33

近江兄弟社高等学校
滋賀県
近江八幡市

学年制21クラス
単位制7クラス

0,971 専任49、嘱託15

九州学院高等学校 熊本県熊本市 26クラス 1,020 専任68

連携各校のプロフィール （2007.5.1現在）



江
戸
時
代
の
漆
喰
造
り
の
池
は
、
京
都
御
苑
内
の
近
世
公
家
町
の
発
掘

調
査
で
数
ｍ
規
模
の
も
の
は
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
の

大
規
模
施
設
は
、
京
内
の
調
査
で
は
初
見
で
あ
る
。
摂
家
の
屋
敷
に
ふ
さ

わ
し
い
壮
麗
な
庭
園
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
人
工
庭
園
が
作
ら
れ
る
以
前
、
17
世
紀
後
半
〜
18
世
紀
に

造
ら
れ
た
屋
敷
内
の
様
々
な
建
物
も
検
出
さ
れ
て
い
る
。
砂
利
を
敷
き
詰

め
た
道
路
の
両
側
に
礎
石
建
て
の
家
屋
が
整
然
と
並
び
、
石
組
造
り
の
排

水
溝
が
そ
の
間
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
が
何
度
も
建
替
え
・
造
り
替
え
ら
れ
た
変
遷
を

は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
調
査
で
観
察
さ
れ
る
土

層
の
様
子
か
ら
は
、
繰
り
返
し
起
こ
っ
た
火
災
に
よ
っ
て
建
物
跡
は
何
度

も
焼
土
に
覆
わ
れ
、
加
茂
川
か
ら
押
し
寄
せ
る
洪
水
に
よ
っ
て
屋
敷
地
は

砂
に
覆
わ
れ
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
災
害
を
受
け
る
直
前
の
建
物
群
の

状
態
が
、
そ
の
ま
ま
焼
土
や
洪
水
砂
層
に
パ
ッ
ク
さ
れ
て
残
さ
れ
た
。

災
害
に
よ
り
残
さ
れ
た
遺
構
群
か
ら
、
二
條
家
が
こ
の
地
に
居
を
構
え

た
約
２
０
０
年
の
間
に
、
最
低
５
回
の
施
設
群
の
建
替
え
が
行
わ
れ
た
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
約
30
･
40
年
ご
と
の
建
替
え
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
大

名
屋
敷
な
ど
で
は
、
当
主
の
代
替
わ
り
時
に
建
替
え
を
行
う
例
も
知
ら
れ

て
い
る
が
、似
た
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
と
類
推
で
き
る
。

壮
麗
な
庭
園
の
建
設
も
含
め
、
前
近
代
の
摂
家
が
、
た
だ
の
伝
統
象
徴
で

は
な
く
、
最
新
の
建
物
・
施
設
を
誇
示
し
続
け
る
リ
ア
ル
パ
ワ
ー
だ
っ
た

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
調
査
成
果
だ
ろ
う
。

大
学
が
行
う
発
掘
調
査

調
査
成
果
は
、
２
０
０
７
年
６
月
に
現
地
説
明
会
を
行
っ
て
一
般
に
公

開
し
、
約
４
０
０
名
と
い
う
多
く
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
、

授
業
利
用
な
ど
も
含
め
法
人
内
諸
学
校
か
ら
の
調
査
見
学
者
は
の
べ
３
０

０
人
を
越
え
て
い
る
。
ま
た
、
考
古
学
・
歴
史
学
を
学
ぶ
約
20
人
の
本
学

学
生
が
調
査
に
参
加
し
、
発
掘
調
査
の
実
地
訓
練
の
場
と
し
て
も
利
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
遺
跡
は
文
化
財
・
歴
史
情
報
の
発
信
や
教
育
の
実

践
現
場
で
あ
る
。
大
学
が
遺
跡
を
自
ら
掘
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
文
化

財
保
護
の
責
を
果
た
す
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

調
査
は
２
０
０
７
年
８
月
終
了
予
定
で
、
そ
の
後
は
成
果
を
学
術
公
表

す
る
べ
く
、
発
掘
調
査
報
告
書
の
作
成
作
業
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
で
き

れ
ば
、
一
般
市
民
向
け
に
調
査
成
果
を
記
し
た
小
冊
子
な
ど
も
刊
行
し
た

い
。
ま
た
、
出
土
し
た
遺
物
は
、
京
田
辺
校
地
に
あ
る
歴
史
資
料
館
や
、

今
出
川
校
地
の
寒
梅
館
の
展
示
施
設
で
公
開
予
定
で
あ
る
。
多
く
の
人
に

足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
努
力
を
続
け
た
い
。
歴
史
資
料
館
の
活
動

を
通
し
て
、
大
学
が
遺
跡
・
文
化
財
に
直
接
関
わ
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
効

果
を
、
学
内
外
の
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
望
外
の
喜
び

で
あ
る
。

な
お
、
調
査
成
果
は
歴
史
資
料
館H

P

で
も
公
開
し
て
い
る
の
で
、
ぜ

ひ
ア
ク
セ
ス
を
。h
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へ
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同
志
社
キ
ャ
ン
パ
ス
と
「
京
の
中
枢
」

同
志
社
大
学
・
同
志
社
女
子
大
学
の
今
出
川
校
地
は
、
中
・
近
世
京
都

の
中
枢
に
位
置
す
る
。
14
〜
17
世
紀
に
は
室
町
幕
府
の
「
花
御
所
」
が
現

在
の
室
町
キ
ャ
ン
パ
ス
（
寒
梅
館
）
の
位
置
に
あ
り
、
周
囲
に
細
川
・
伊

勢
と
い
っ
た
幕
府
有
力
守
護
大
名
の
居
宅
が
あ
っ
た
こ
と
が
、『
洛
中
洛

外
図
』（
上
杉
家
本
）
に
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
17
〜
19
世
紀
に

は
、
伏
見
宮
家
が
女
子
大
西
半
、
近
衛
家
の
別
邸
が
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
、

二
條
家
が
女
子
大
東
半
、
さ
ら
に
藤
谷
家
・
徳
大
寺
家
・
薩
摩
藩
邸
な
ど

が
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
所
在
し
た
。
い
ま
で
も
、
校
舎
に
隣
接
し
て
、

冷
泉
家
邸
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。こ
の
地
域
は
、

約
５
０
０
年
も
の
間
、
有
力
な
宮
家
・
公
家
・
武
家
が
立
ち
並
ぶ
、
政
治

的
空
間
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
室
町
幕
府
の
設
置
後
、
15

世
紀
の
応
仁
の
乱
以
降
に
内
裏
（
天
皇
の
居
所
）
が
現
在
の
位
置
に
移
動

し
、
そ
の
周
辺
に
公
家
衆
な
ど
が
多
く
集
住
し
た
こ
と
に
よ
る
。

つ
ま
り
、
今
出
川
校
地
の
諸
校
舎
は
、
中
・
近
世
に
お
け
る
「
京
の
中

心
」
を
知
る
上
で
重
要
な
遺
跡
の
上
に
建
っ
て
い
る
。
同
志
社
大
学
で
は

１
９
７
０
年
代
後
半
以
後
、
校
地
学
術
調
査
委
員
会
な
ど
に
よ
っ
て
校

舎
・
施
設
建
設
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
遺
跡
を
記
録
保
存
す
る
工
事
前
の

発
掘
調
査
を
行
い
、
可
能
な
限
り
の
遺
構
保
存
や
そ
の
展
示
な
ど
に
尽
力

し
て
き
た
。
現
在
は
、
同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館
が
、
法
人
諸
学
校
内
の

校
内
遺
跡
の
調
査
研
究
の
責
を
受
け
継
い
で
い
る
。

二
條
家
屋
敷
の
調
査

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
現
在
（
２
０
０
７
年
７
月
）、
歴
史
資
料
館

で
は
同
志
社
女
子
大
内
で
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
女
子
大
校
舎
建
設

に
よ
っ
て
遺
跡
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
約
１
５
０
０
㎡
の
範
囲
を
調

査
し
て
い
る
。
近
世
の
絵
図
類
か
ら
は
、
心
和
館
南
に
あ
る
今
回
の
調
査

地
点
が
、
二
條
家
屋
敷
地
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
二
條
家
は
、

朝
廷
の
要
職
を
担
う
「
五
摂
家
」
の
一
角
を
し
め
る
高
格
の
公
家
で
あ
る
。

今
回
の
発
掘
調
査
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
調
査
区
西
半
で
見
つ
か
っ
た

江
戸
時
代
末
期
（
18
世
紀
末
〜
19
世
紀
前
半
）
の
大
き
な
庭
園
跡
で
あ
る
。

南
北
約
30
㎡
に
わ
た
る
規
模
の
巨
大
な
人
工
池
や
、
そ
の
水
位
を
調
節
す

る
た
め
の
集
水
槽
が
、
す
べ
て
漆
喰
に
よ
り
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
人
工
池
に
つ
な
が
る
陶
管
と
漆
喰
升
を
組
み
合
わ
せ

た
導
水
施
設
も
調
査
区
東
半
で
見
つ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
今
回
の
調
査
区

域
約
１
５
０
０
ｍ
全
面
に
、
人
工
池
を
核
と
す
る
大
規
模
な
庭
園
施
設
が

造
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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二
條
家
屋
敷
を
掘
る

―
同
志
社
女
子
大
校
地
で
の
発
掘
調
査
―
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大
学
歴
史
資
料
館
専
任
講
師

若
　
林
　
邦
　
彦

漆喰造りの集水槽（幕末）

漆喰造りの池（幕末）


