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６
年
前
、
記
者
（
西
原
）
が
ま
だ
高
校

生
だ
っ
た
こ
ろ
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
１
人

が
現
代
文
の
授
業
の
と
き
も
英
語
の
授
業

の
と
き
も
小
型
の
シ
ス
テ
ム
手
帳
の
よ
う

な
も
の
を
机
の
端
に
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
他
大
勢
は
分
厚
い
辞
書
を
置
い
て
い

た
の
に
。
そ
の
と
き
初
め
て
電
子
辞
書
の

存
在
を
知
っ
た
。
な
ん
て
便
利
な
ん
だ
、

と
み
な
が
思
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
持
ち
帰

り
は
手
軽
で
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
よ
り
も

早
い
。
以
来
、
電
子
辞
書
が
机
に
お
い
て

あ
る
の
を
目
に
す
る
機
会
が
増
え
て
い
っ

た
。

は
悪
い
。
本
は
数
が
増
え
る
と
引
っ
越
せ

な
い
ん
で
す
よ
」。

　

松
田
美
佐
助
教
授
は
、
個
人
的
な
見
解

と
研
究
者
と
し
て
の
見
解
を
分
け
る
。「
個

人
的
に
は
本
は
な
く
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
う
ち
に
は
７
歳
と
４
歳
の
子
供
が
い

ま
す
。
寝
か
し
つ
け
る
た
め
に
本
を
読
み

ま
す
が
、
子
供
で
も
赤
ち
ゃ
ん
で
も
選
べ

る
『
本
の
物
体
性
』
と
い
う
の
は
強
い
」。

一
方
、メ
デ
ィ
ア
研
究
者
と
し
て
の
見
解
は
、

「
将
来
的
に
は
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
に
出
て

く
る
よ
う
な
『
動
く
本
』
が
登
場
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
本
と
は
い
え
、
今
と
同
じ

本
は
な
い
」。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
が
、
独
立
し
た

見
解
な
の
で
、
焦
点
が
絞
り
づ
ら
い
。
コ

ン
テ
ン
ツ
の
電
子
化
が
主
流
に
な
る
と
、

「
本
は
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
回
っ
て
き
た
斎
藤
孝
教
授
は
、

「
本
」
の
定
義
に
立
ち
返
っ
て
論
じ
る
。

　

「
本
を
論
じ
る
と
き
、『
本
』
の
定
義

が
重
要
に
な
り
ま
す
。『
本
』
に
は
２
つ

の
定
義
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
物
理
的
な
モ

ノ
と
し
て
の
『
本
』
が
第
１
の
定
義
、
概

念
と
し
て
の『
本
』が
第
２
の
定
義
で
す
」

　

い
ま
ま
で
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
活
字
本

は
消
え
、
電
子
本
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る

の
か―

―

。

多
様
な
視
点

　

90
分
の
授
業
時
間
の
中
で
２
部
構
成
。

第
一
部
「
本
は
な
く
な
る
か
？
」
の
幕
開

け
は
安
野
智
子
助
教
授
。
問
題
提
起
と
し

て
活
字
本
と
電
子
本
の
双
方
の
メ
リ
ッ
ト

を
挙
げ
た
。
活
字
本
の
メ
リ
ッ
ト
は
携
帯

性
、
保
存
性
、
一
覧
性
に
あ
る
と
い
う
。

　

「
本
は
電
車
の
中
で
も
読
め
ま
す
。
ま

た
電
子
フ
ァ
イ
ル
の
よ
う
に
消
え
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
検
索
に
よ
っ

て
一
発
で
探
し
て
い
る
本
を
あ
て
て
し
ま

う
よ
り
、
探
し
て
い
る
本
を
さ
が
す
プ
ロ

セ
ス
に
お
い
て
本
当
に
必
要
な
本
が
み
つ

か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
」

　

一
方
、
電
子
本
の
メ
リ
ッ
ト
は
複
写
が

容
易
な
こ
と
や
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
に
対
応

で
き
る
こ
と
な
ど
に
な
る
。

　

続
い
て
林
茂
樹
教
授
は
「
本
は
な
く
な

る
の
で
は
な
く
、
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
応
じ
て
オ
ー

ル
ド
メ
デ
ィ
ア
と
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
が
い

か
に
棲
み
分
け
を
す
る
か
と
い
う
、
相
互

補
完
的
な
関
係
に
な
っ
て
く
る
」
と
話
し

た
。
い
わ
ば
、〝
共
存
共
栄
論
〞
で
あ
る
。

こ
れ
と
正
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
の
が
宮

野
勝
教
授
。

　

「
本
は
な
く
な
り
ま
す
。
新
聞
も
な
く

な
り
ま
す
」
と
断
じ
る
。

　

棲
み
分
け
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
や
新

聞
は
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
る
と
い
う
。「
テ

レ
ビ
が
登
場
し
て
、
ラ
ジ
オ
が
片
隅
に
追

い
や
ら
れ
た
よ
う
に
」。
そ
れ
に
、
と
つ

け
加
え
て
、「
本
は
な
く
な
る
け
ど
、
電

子
化
さ
れ
た
も
の
は
あ
ち
こ
ち
に
保
存
で

き
る
の
で
、
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
ん
で
す
。
実
際
は
本
の
ほ
う
が
保
存
性

「
社
会
情
報
学
専
攻
大
討
論
会
」
と
銘
打
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

６
月
２６
日
、文
学
部
で
開
か
れ
た
。

副
題
も
あ
っ
て
、「
６
人
の
教
員
の
初
め
て
の
顔
見
せ
興
業
」
。

１
年
生
向
け
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
兼
ね
た
も
の
だ
が
、

第
１
部
の
テ
ー
マ
は
「
本
は
な
く
な
る
か
？
」
。テ
ー
マ
に
ひ
か
れ
て
、聴
講
し
た
。

「
本
は
な
く
な
る
か
？
」

「
本
は
な
く
な
る
か
？
」

「
本
は
な
く
な
る
か
？
」

文
学
部
社
会
情
報
学
専
攻  

ホ
ッ
ト
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

学
生
記
者  

西
原
香
保
里（
経
済
学
部
５
年
）＋
大
須
賀
美
加（
文
学
部
２
年
）
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第
１
の
定
義
で
「
本
」
を
考
え
た
場
合
、

今
の
「
本
」
は
、
装
丁
が
あ
り
、
縦
書
き

で
、
ペ
ー
ジ
を
く
っ
て
読
み
す
す
め
る
様

式
の
、物
理
的
な
モ
ノ
、で
あ
る
。
し
か
し
、

大
昔
か
ら
「
本
」
が
こ
の
形
態
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
歴
史
を
遡
る
と
、
グ
ー
テ

ン
ベ
ル
グ
が
活
版
技
術
を
発
明
す
る
以
前
、

「
本
」
と
は
羊
皮
紙
に
手
書
き
さ
れ
た
筆

写
本
、
つ
ま
り
、
聖
書
だ
っ
た
。「
本
」

が
巻
物
だ
っ
た
時
代
、
板
だ
っ
た
時
代
も

あ
る
。

　

一
方
、
第
２
の
定
義
、「
概
念
と
し
て

の
本
」
と
は
、「
様
々
な
知
識
や
情
報
を

明
示
化
す
る
も
の
」。
さ
ま
ざ
ま
な
現
象

を
知
識
・
情
報
と
し
て
概
念
化
し
、
明
示

す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
読
み
解
く
。
こ
の

よ
う
な
「
概
念
と
し
て
の
本
は
滅
び
ま
せ

ん
」。

　

議
論
が
ク
リ
ア
に
な
っ
た
気
が
す
る
。

　

コ
デ
ィ
ネ
ー
タ
役
の
山
﨑
久
道
教
授
の

発
言
も
興
味
深
か
っ
た
。

　

「
紙
で
印
刷
し
た
と
き
、
情
報
が
静
止

す
る
。
電
子
化
す
る
と
情
報
が
止
ま
ら
な

い
」

　

文
章
が
絶
え
ず「
過
去
化
」す
る
よ
う
な
、

情
報
の
流
れ
を
ど
う
記
述
す
る
か
と
い
う
、

書
く
行
為
の
本
質
論
と
も
か
か
わ
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。

　

話
題
に
な
っ
た
佐
野
真
一
著
『
誰
が

「
本
」
を
殺
す
の
か
』
は
、
本
の
世
界
の

電
子
化
を
３
通
り
に
分
け
て
い
る
。
①
オ

ン
ラ
イ
ン
書
店
に
代
表
さ
れ
る
出
版
情
報

や
物
流
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
②
パ
ソ
コ
ン

等
の
画
面
で
電
子
本
を
読
む
「
オ
ン
ス
ク

リ
ー
ン
読
書
」
③
電
子
情
報
を
そ
の
ま
ま

印
刷
機
に
流
し
込
み
、
注
文
に
応
じ
た
部

数
だ
け
を
紙
の
本
に
作
る
「
オ
ン
デ
マ
ン

ド
」
出
版
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
電
子

化
が
進
め
ば
、
出
版
社
や
印
刷
会
社
、
取

次
ぎ
、
書
店
と
い
っ
た
本
の
流
通
経
路
は

様
変
わ
り
す
る
。
読
者
の
本
の
接
触
の
仕

方
も
様
変
わ
り
す
る
。
し
か
し
、
斉
藤
教

授
の
い
う
よ
う
に
、「
概
念
と
し
て
の
本

は
滅
び
な
い
」。
要
は
、
〈
本
は
な
く
な

る
し
、
な
く
な
ら
な
い
〉
。

　

こ
の
へ
ん
が
結
論
の
よ
う
だ
っ
た
。　

重
要
な
批
判
的
思
考

　

第
２
部
は
、林
教
授
に
司
会
が
代
わ
っ
て
、

「
社
会
情
報
学
を
学
ぶ
と
何
の
役
に
た
つ

の
か
？
」
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
的
な
討
論
。

　

「
人
間
は
情
報
の
質
で
行
動
が
変
わ
る

ん
で
す
。
情
報
の
専
門
性
が
あ
る
と
ど
の

分
野
で
も
活
躍
で
き
ま
す
」（
山
﨑
教
授
）、

「
私
は
社
会
情
報
学
を
学
ん
で
批
判
的
思

考
が
身
に
つ
き
ま
し
た
。
世
の
中
の
情
報

は
意
外
と
証
拠
が
あ
い
ま
い
な
も
の
が
多

い
ん
で
す
よ
」（
安
野
助
教
授
）、「（
社
会

情
報
学
の
中
の
嫌
い
な
科
目
に
対
し
）
好

き
な
科
目
の
隣
の
科
目
を
学
ぶ
と
い
う
気

持
ち
で
関
心
意
識
を
高
め
て
も
ら
い
た
い

で
す
ね
」（
松
田
助
教
授
）
…
…
。
さ
ら

に
宮
野
教
授
や
斉
藤
教
授
か
ら
も
、
社
会

情
報
学
の
有
用
性
と
勉
学
姿
勢
に
つ
い
て

の
コ
メ
ン
ト
が
続
い
た
。

　

林
教
授
の
ま
と
め
で
あ
る
。

　

「
諸
君
た
ち
に
は
、
先
生
方
の
前
向

き
の
指
導
に
食
い
つ
い
て
も
ら
い
た
い
。

せ
っ
か
く
高
い
授
業
料
を
払
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
何
倍
も
吸
収
し
て
欲
し
い
。
私

は
、
今
の
大
学
生
は
批
判
的
思
考
が
足
り

な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
も
っ
と
考
え
る
こ

と
を
実
践
し
て
欲
し
い
。
私
が
尊
敬
す
る

政
治
学
者
の
丸
山
眞
男
に
『
全
て
に
つ
い

て
何
か
を
知
り
、
な
に
か
に
つ
い
て
全
て

を
知
る
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ

う
い
う
気
持
ち
で
勉
強
を
行
っ
て
も
ら
い

た
い
」

写真左から、山﨑教授、安野助教授、林教授、宮野教授、松田助教授、斉藤教授




