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科
も
擁
し
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
。
日
本
一
、
女
子
学
生
が
多
く
、

規
模
、
多
様
性
の
点
で
は
他
校
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
当
て
は
ま

ら
な
い
、
異
色
な
高
専
な
の
で
あ
る
。 

就
職
・
進
学
率
が
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
の
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
教
員

の
能
力
も
総
じ
て
高
く
、
研
究
者
の
実
力
を
測
る
指
標
で
あ
る
科

研
費
の
取
得
状
況
を
見
て
も
、
全
国
で
一
、
二
位
を
争
う
。
し
か

も
、
富
山
県
は
高
等
教
育
機
関
が
極
端
に
少
な
い
県
で
あ
る
。
富

山
高
専
が
地
域
で
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
国
語
科
の
教
員
と
て

例
外
で
は
な
く
、
地
域
の
要
請
と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
。 

富
山
高
専
の
国
語
科
に
は
、
教
授
二
名
、
准
教
授
二
名
、
非
常

勤
講
師
若
干
名
が
い
る
。
近
代
文
学
専
攻
の
教
員
は
、
高
熊
哲
也
、

近
藤
周
吾
、
黒
崎
真
美
の
三
名
。
そ
し
て
こ
の
三
名
が
偶
然
と
は

い
え
、
そ
の
ま
ま
富
山
文
学
の
会
の
代
表
・
副
代
表
・
事
務
局
長

で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
―
―
半
ば
偶
然
の
産
物
に
過
ぎ

ず
、
一
部
で
不
満
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
―
―
高
専
が
富
山
文

学
の
会
の
屋
台
骨
を
支
え
て
き
た
事
実
が
明
る
み
に
な
る
。
い
や
、

も
ち
ろ
ん
、
富
山
大
学
の
金
子
幸
代
先
生
を
筆
頭
に
、
西
田
谷
洋

先
生
、
水
野
真
理
子
先
生
、
小
谷
瑛
輔
先
生
（
現
在
は
明
治
大
学
）、

金
沢
大
学
の
丸
山
珪
一
先
生
、
聖
徳
大
学
の
八
木
光
昭
先
生
（
現

在
は
定
年
）
ら
、
錚
々
た
る
大
学
の
名
誉
教
授
、
教
授
、
准
教
授

の
足
下
に
は
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
こ
の
会
が
会

場
も
含
め
、
富
山
大
学
を
中
心
に
回
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
を
ね

じ
曲
げ
る
意
図
は
な
く
、
謝
意
を
表
し
た
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

そ
れ
と
し
て
、
高
専
が
ま
が
い
な
り
に
も
一
貫
し
て
こ
の
会
の
設

立
・
運
営
・
研
究
を
縁
の
下
の
力
持
ち
と
し
て
努
め
、
果
た
し
て

き
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
と
が
文
学
だ
け
に
、
全
国
的
に
も
稀
有

な
例
と
言
え
る
。
少
し
だ
け
強
調
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。 

旧
富
山
商
船
高
専
に
私
が
赴
任
す
る
と
、
富
山
文
学
の
会
が
設
立

さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
富
山
文
学
の
会
の
十
周
年
は
、
私
の
富
山
・
高

専
・
結
婚
の
十
周
年
と
も
軌
を
一
に
す
る
。
一
般
に
「
創
業
守
成
」

は
「
創
業
」
よ
り
「
守
成
」
が
難
し
い
。
結
婚
と
同
じ
と
考
え
れ
ば
、

合
点
も
い
く
。
よ
っ
て
「
成
人
式
」
や
「
銀
婚
式
」
な
ど
は
夢
の
ま

た
夢
だ
が
、
健
康
に
気
を
つ
け
、
ま
た
一
歩
ず
つ
、
皆
様
と
協
力
し

な
が
ら
歩
ん
で
い
け
た
ら
と
希
う
。
私
は
富
山
の
前
は
北
海
道
、
そ

の
前
は
熊
本
に
い
た
。
北
海
道
や
熊
本
に
は
『
位
置
』『
方
位
』
と
い

う
批
評
誌
が
あ
り
、
か
つ
て
私
は
こ
の
両
誌
に
心
か
ら
焦
が
れ
、
羨

望
し
た
も
の
だ
っ
た
。
今
は
ま
だ
小
ぶ
り
、
朴
訥
で
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ

う
、
愛
想
は
な
く
、
目
立
と
う
と
も
し
な
い
、
い
か
に
も
富
山
ら
し

い
『
群
峰
』
だ
が
、
い
ず
れ
は
そ
の
名
に
し
負
う
連
峰
に
育
ち
、
新

し
い
世
代
に
届
く
ま
で
成
長
し
て
ほ
し
い
と
庶
幾
し
て
や
ま
な
い
。 
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尾
島
菊
子
『
教
育
勅
語
御
伽
噺 

少
女
の
一
念
』
の
こ
と 

西
田
谷

洋 
 

富
山
文
学
の
会
に
は
短
い
間
参
加
し
て
い
た
も
の
の
、
金
沢
か

ら
通
勤
す
る
こ
と
を
選
ぶ
と
平
日
夕
方
と
い
う
例
会
の
開
催
時
間

帯
は
体
が
持
た
な
い
の
で
出
席
で
き
ず
、
出
欠
を
問
わ
れ
る
の
が

と
て
も
心
苦
し
く
退
会
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
十
年

は
愛
知
教
育
大
学
で
は
愛
知
や
石
川
の
文
学
に
つ
い
て
多
少
ま
と

め
、
富
山
大
学
で
は
富
山
ゆ
か
り
の
文
学
に
触
れ
る
こ
と
で
地
域

に
何
ら
か
の
還
元
を
し
た
い
と
い
う
思
い
は
ず
っ
と
持
っ
て
い
る
。

金
子
幸
代
さ
ん
が
編
ま
れ
た
三
巻
本
『
小
寺
菊
子
作
品
集
』
を
通

し
て
小
寺
菊
子
の
作
品
を
読
み
解
き
、
徳
田
秋
聲
と
つ
な
げ
て
い

こ
う
と
い
う
私
の
心
秘
か
な
目
論
見
も
そ
う
し
た
中
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
富
山
文
学
の
会
に
は
と
て
も
感
謝
し

て
い
る
。 

今
回
、
本
稿
で
触
れ
た
い
の
は
八
木
光
昭
さ
ん
が
集
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
富
山
県
立
図
書
館
洗
足
文
庫
所
蔵
の
一
冊
、
尾
島
菊

子
『
教
育
勅
語
お
伽
噺

少
女
の
一
念
』（
金
港
堂
書
籍
一
九
〇
八
・

一
二
）
で
あ
る
。『
少
女
の
一
念
』
は
、
男
児
を
求
め
る
父
親
が
長

期
に
家
を
空
け
る
な
か
、
気
に
病
ん
だ
病
身
の
母
が
ま
す
ま
す
体

調
を
崩
し
た
た
め
、「
村
で
評
判
の
孝
行
娘
」
玉
子
が
母
親
の
体
を

丈
夫
に
し
て
赤
ん
坊
を
埋
め
る
よ
う
に
村
の
天
満
宮
に
願
掛
け
を

し
た
結
果
、
母
の
体
調
が
回
復
す
る
と
共
に
男
児
を
出
産
し
、
父

も
帰
宅
し
ど
こ
に
も
行
か
な
い
と
告
げ
る
物
語
で
あ
る
。 

玉
子
の
家
は
「
代
々
の
富
豪
家
」
で
あ
り
、「
お
金
で
自
由
に
な

る
も
の
な
ら
、
何
一
つ
思
ふ
や
う
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
か
ら
う
と

云
ふ
程
、
結
構
な
身
分
」
で
あ
り
、
語
り
手
も
「
実
に
羨
ま
し
い

く
ら
ゐ
で
あ
り
ま
す
」
と
語
る
が
、「
何
う
し
て
も
お
金
で
は
得
ら

れ
な
い
と
云
ふ
、
悲
し
い
事
」
が
あ
っ
た
と
し
て
男
児
の
い
な
い

こ
と
に
よ
る
父
母
の
不
和
を
あ
げ
る
。 

玉
子
の
願
掛
け
は
そ
の
解
消
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
願
掛
け

の
途
中
で
の
母
の
回
復
や
願
掛
け
が
終
わ
っ
た
の
後
の
母
の
出
産

を
考
え
る
と
、
母
の
体
調
不
良
は
ど
う
や
ら
妊
娠
し
て
い
た
た
め

で
あ
り
、「
お
父
様
は
嫌
が
つ
て
始
終
東
京
へ
ば
か
り
出
て
ゐ
て
、

一
向
お
家
に
お
帰
り
に
な
ら
な
」
い
こ
と
も
母
や
玉
子
が
不
安
に

思
っ
て
い
た
だ
け
で
出
産
日
に
は
帰
宅
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る

と
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
語
り
手
が
う
ら
や

ま
し
が
る
玉
子
の
主
観
に
引
き
ず
ら
れ
た
表
現
が
示
さ
れ
て
い
る
。

と
す
る
と
、
玉
子
の
親
孝
行
の
「
一
念
」
を
語
る
物
語
は
、
親
を
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心
配
す
る
気
持
ち
を
強
調
す
る
一
方
で
、
出
産
・
和
解
に
は
全
く

関
与
し
な
い
玉
子
の
空
回
り
・
妄
想
を
語
る
物
語
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
空
回
り
で
あ
っ
て
も
母
が
「
涙
を
零
し
て
お
悦
び
に
な
」

っ
た
の
は
玉
子
が
自
分
を
心
配
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
展
開
の
『
少
女
の
一
念
』
は
、
角
書
が
示
す
よ
う
に
「
敎

育
ニ
關
ス
ル
勅
語
」
の
「
爾
臣
民
父
母
ニ
孝
ニ
兄
弟
ニ
友
ニ
夫
婦
相

和
シ
」
と
い
う
一
節
を
お
伽
噺
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
母

が
病
気
な
い
し
虚
弱
で
あ
る
な
ら
ば
母
を
丈
夫
に
す
る
の
は
医
者

の
治
療
や
母
本
人
の
運
動
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
薬
は
「
中
々
急
に

癒
り
さ
う
に
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
玉
子
は
、
願
掛
け
へ
と
至
る
。 

天
満
宮
を
参
拝
す
る
こ
と
は
、「
何
百
と
い
う
高
い
石
段
は
、
見

上
げ
る
と
唯
幅
が
だ
ん
／
＼
狭
く
な
つ
て
見
え
る
ば
か
り
、
迚
も

可
弱
い
女
な
ど
の
登
ら
れ
さ
う
な
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
さ
れ
、

「
何
し
ろ
危
険
い
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、「
平
常
は
滅
多
と
参
詣
す
る

も
の
は
」
な
く
玉
子
の
決
意
は
「
大
し
た
覚
悟
」
と
さ
れ
る
。
仙

人
に
課
題
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
狛
犬
や
大
牛
な
ど
神
威
と
結
び

つ
い
た
存
在
を
飛
び
越
え
て
い
く
こ
と
、
大
臣
と
い
っ
た
権
威
と

結
び
つ
い
た
存
在
の
障
壁
を
突
破
す
る
こ
と
、
一
日
一
段
ず
つ
前

日
よ
り
も
高
く
登
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
と
い
っ
た
実
効
性
を

持
た
な
い
努
力
の
積
み
重
ね
、
試
練
の
突
破
だ
け
が
目
指
さ
れ
る
。

玉
子
が
仙
人
に
「
私
は
如
何
困
難
で
も
忍
び
ま
す
。
親
の
為
め
な

ら
ど
ん
な
辛
い
事
で
も
嫌
と
思
ひ
ま
せ
ん
」
と
い
う
決
意
を
語
る

こ
と
も
そ
の
精
神
主
義
を
示
し
て
い
よ
う
。 

玉
子
は
毎
夜
、
祈
禱
が
す
む
と
安
心
し
て
眠
っ
て
し
ま
い
、
目

覚
め
る
と
家
の
お
座
敷
で
寝
て
い
た
。
こ
れ
は
夢
の
中
で
の
参
拝

と
も
、
実
際
に
参
拝
し
つ
つ
神
の
加
護
に
よ
り
帰
宅
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
少
女
の
一
念
に
よ
る
加
護
の
獲
得
と
空
回
り

と
い
う
物
語
の
二
面
性
は
ど
ち
ら
の
読
解
も
可
能
に
し
よ
う
。「
毎

晩
上
ま
で
登
り
も
し
な
い
で
、
例
も
中
途
で
帰
つ
て
了
ふ
ん
だ
も

の
、
真
実
に
ず
る
い
よ
、
だ
か
ら
私
達
は
神
様
に
告
げ
て
願
の
叶

は
ぬ
や
う
に
し
て
や
る
の
だ
」、「
玉
子
さ
ん
の
親
孝
行
も
偽
な
ん

だ
」
と
い
う
狛
犬
た
ち
の
発
言
は
、
物
語
の
試
練
と
共
に
空
回
り

を
も
示
唆
し
て
い
る
と
も
読
み
取
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、『
少
女
の
一
念
』
で
描
か
れ
る
の
は
実
効
性
の
あ

る
合
理
的
な
孝
行
で
は
な
く
、
非
合
理
的
な
妄
想
で
あ
る
が
、
や

が
て
そ
の
後
の
「
念
仏
の
家
」
の
結
核
の
妄
想
に
も
受
け
継
が
れ

て
い
く
。 

さ
て
、
こ
の
十
年
の
私
は
、
こ
う
し
た
浅
い
作
品
解
釈
を
主
軸

と
し
て
い
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
も
う
少
し
丁
寧
に
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
よ
う
に
も
な
っ
た
。
少
し
ず
つ
努
力
し
た
い
。 
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さ
ま
ざ
ま
な
〈
富
山
〉 

金
山

克
哉 

 

富
山
で
生
ま
れ
た
人
。
人
生
の
過
程
で
富
山
に
来
た
人
。
富
山

を
離
れ
て
、
再
び
富
山
に
戻
っ
て
き
た
人
。
富
山
に
い
た
こ
と
は

な
い
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
か
富
山
に
縁
が
あ
っ
て
富
山
に
つ
な
が
り

続
け
て
い
る
人
。
好
き
で
富
山
を
選
ん
だ
人
。
何
ら
か
の
理
由
で

し
か
た
な
く
富
山
に
い
る
人
。 

富
山
と
関
わ
る
人
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。 

 

「
文
学
」
あ
る
い
は
「
文
学
研
究
」
は
、
い
か
な
る
立
場
の
人

を
排
除
す
る
こ
と
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
優
遇
す
る
わ
け
で
も
な

く
、
あ
た
た
か
く
、
か
つ
冷
や
や
か
に
取
り
込
ん
で
い
く
。 

〈
富
山
〉
も
ま
た
、
分
け
隔
て
な
く
人
を
受
け
入
れ
、
そ
し
て

送
り
出
し
て
い
く
。 

こ
の
土
地
は
動
か
な
い
。
こ
こ
に
関
わ
る
人
た
ち
の
視
点
が
新

た
に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
。 

 

「
富
山
文
学
の
会
」
は
10
周
年
を
迎
え
た
。 

「
富
山
の
文
学
」「
富
山
で
文
学
を
」「
富
山
に
文
学
を
」「
富
山

か
ら
文
学
を
」「
富
山
を
文
学
で
」。 

表
現
を
微
妙
に
変
え
る
だ
け
で
、
こ
の
会
に
は
多
く
の
表
情
が

あ
る
こ
と
が
自
然
と
分
か
る
と
い
う
も
の
。
そ
の
人
が
、〈
富
山
〉

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
接
近
、
あ
る
い
は
離
反
を
試
み
る
か
、
と

い
う
こ
と
を
統
一
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
土
壌

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
〈
富
山
〉
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。 

だ
か
ら
、〈
富
山
〉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限
の

多
様
性
を
含
ん
で
い
る
。 

 

特
殊
な
地
貌
を
持
っ
た
こ
の
土
地
の
風
景
は
、
今
も
昔
も
変
わ

る
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
そ
の
風
景
の
中
に
何
を
見
、
何
を
託
す
か
は
や
は
り

お
の
お
の
の
主
体
の
在
り
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
日
常
性
の
中
に

落
と
し
込
ま
れ
た
心
の
在
処
は
、
普
段
、
目
に
は
見
え
な
い
。
で

も
、
自
分
と
い
う
存
在
の
基
盤
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
支
え
て
い

る
も
の
の
ひ
と
つ
に
〈
富
山
〉
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

言
葉
を
も
っ
て
し
て
そ
の
内
実
を
と
ら
え
た
く
な
る
の
も
ま
た
真

実
。 
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