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私
が
い
ま
学
生
で
あ
る
人
た
ち
に
伝
え
た
い
の
は
、
何

か
こ
う
「
ざ
わ
ざ
わ
」
し
た
感
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う

い
う
感
じ
だ
。

学
生
た
ち
、
猫
た
ち
、
そ
し
て
図
書
館

　

私
は
法
学
部
で
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
い
る
。
非
常
勤
講

師
（
中
央
大
学
で
は
兼
任
講
師
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
な
の

で
、
週
一
回
し
か
来
な
い
。
本
務
校
（
つ
ま
り
も
と
も
と

の
勤
務
先
）
は
都
立
大
学
な
の
で
、
だ
い
た
い
八
王
子
市

南
大
沢
と
八
王
子
市
東
中
野
の
あ
い
だ
を
行
っ
た
り
き
た

り
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

中
央
大
学
に
勤
め
る
の
は
と
て
も
気
持
ち
が
よ
い
。
学

生
諸
君
が
優
秀
で
あ
る
（
あ
、こ
れ
は
は
ん
ぶ
ん
お
せ
じ
）。

常
勤
の
先
生
方
や
事
務
の
人
た
ち
の
サ
ー
ビ
ス
が
と
て
も

行
き
届
い
て
い
る
（
こ
れ
は
ほ
ん
と
）。
キ
ャ
ン
パ
ス
全

体
に
活
気
が
あ
る
。
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
の
量
と
安
さ
は
抜

群
だ
。
桜
林
の
下
の
ベ
ン
チ
で
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
日
が

暮
れ
る
ま
で
人
と
話
し
こ
む
の
は
最
高
の
気
分
だ
。

　

私
は
猫
好
き
な
の
で
、
野
良
猫
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る

の
も
う
れ
し
い
。
学
生
た
ち
が
猫
を
可
愛
が
っ
て
い
る
。

昼
ご
は
ん
を
分
け
て
や
っ
た
り
、
猫
を
お
腹
に
乗
せ
て
昼

寝
し
た
り
し
て
い
る
の
は
心
温
ま
る
光
景
だ
。
な
ど
と
書

い
て
い
る
と
は
て
し
な
く
猫
の
話
題
に
な
っ
て
し
ま
い
そ

特
集　

体
験
的
比
較
大
学
論―

―

大
学
間
交
流
を
通
し
て　

  　
　
「
ぼ
ん
や
り
」
と
「
は
っ
き
り
」
の
間

          　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
立
大
学
教
授
、
中
央
大
学
兼
任
講
師

                     　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬せ

尾お　

育い
く

生お

二
つ
の
大
学
で
教
え
る
先
生
も
多
い
。

法
学
部
で
教
え
る
、
高
見
順
賞
受
賞

（
詩
集
『
デ
ィ
ー
プ
・
パ
ー
プ
ル
』）

の
詩
人
が
日
頃
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
ン

パ
ス
で
感
じ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
。

中
央
大
学
の
好
ま
し
い
光
景
、
そ
し

て
大
学
に
よ
る
学
生
の
タ
イ
プ
の
違

い
…
…
。
大
学
風
景
と
キ
ャ
ン
パ
ス

の
雰
囲
気
の
現
象
学
。
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う
だ
が
、
つ
ま
り
中
大
の
、
こ
う
い
う
た
く
さ
ん
の
気
に

入
っ
た
点
の
中
で
、
と
り
わ
け
私
が
気
に
入
っ
て
い
る
の

は
総
合
図
書
館
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
へ
話
を
持
っ
て

い
き
た
か
っ
た
わ
け
だ
。

　

こ
の
図
書
館
は
、
私
が
今
ま
で
使
っ
て
き
た
な
か
で
、

も
っ
と
も
私
好
み
の
図
書
館
だ
。
日
常
的
に
通
っ
て
活
用

す
る
の
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
機
能
性
が
最
適
で
あ
る
。

館
員
の
人
た
ち
の
サ
ー
ビ
ス
も
い
い
。
私
は
夜
型
な
の
で
、

休
暇
中
も
夜
九
時
ま
で
開
館
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、「
図

書
館
の
鏡
」
と
言
い
た
く
な
る
く
ら
い
だ
。
開
架
も
閉
架

も
充
実
し
て
い
る
が
、
教
員
は
閉
架
書
庫
へ
の
立
ち
入
り

が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
、
授
業
の
後
な
ど
に
そ
こ
で
時
間

を
過
ご
す
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
た
い
て
い
は
授
業
で
疲
れ

き
っ
て
い
る
し
、
そ
の
後
に
予
定
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、

る
か
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
遠
い
時
間
の
な
か
に
迷
い
込
ん

だ
気
分
に
な
る
。
ど
う
い
う
本
を
探
し
に
き
た
の
だ
っ
た

か
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
こ
う
や
っ
て
ぼ
ん
や
り
本
に
取
り

囲
ま
れ
て
い
る
と
、
ま
わ
り
で
本
た
ち
が
ざ
わ
ざ
わ
と
話

し
掛
け
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。つ
ま
り
こ
う
い
う「
ざ

わ
ざ
わ
」
し
た
感
じ
。

　

検
索
し
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
目
的
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す

る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
回
り
道
。
回
り
道
し
て
い
る
う

ち
に
何
を
検
索
し
て
い
た
の
だ
っ
た
か
も
忘
れ
て
し
ま
っ

て
、
何
を
す
る
で
も
な
く
、
ま
わ
り
で
「
ざ
わ
ざ
わ
」
し

て
い
る
情
報
や
声
や
文
字
に
晒
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
感

じ
。
大
学
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
「
ざ
わ
ざ
わ
」
し
た

と
こ
ろ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
、
い
ま
学
生

で
あ
る
人
た
ち
に
言
っ
て
み
た
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
な

の
だ
。大

学
と
学
生
の
「
タ
イ
プ
」
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
稿
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
大
学

さ
ま
ざ
ま
、
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
な
の
で
、
中
央
大
学

と
都
立
大
学
と
の
学
生
の
タ
イ
プ
の
違
い
、
の
よ
う
な
こ

と
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。大
学
に
よ
る
学
生
の「
タ

イ
プ
」
の
違
い
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
ほ
ん
と
に
あ
る

の
か
ど
う
か
。
こ
う
い
う
類
型
学
は
け
っ
こ
う
あ
ち
こ
ち

で
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
が
、
だ
い
た
い
は
帝
国
主
義
時
代

の
人
種
理
論
の
よ
う
な
も
の
で
、
い
か
が
わ
し
い
も
の
で

あ
る
。
私
も
ま
あ
、
い
か
が
わ
し
い
も
の
が
嫌
い
で
は
な

い
の
で
適
当
に
書
い
て
み
る
が
、
も
ち
ろ
ん
あ
ま
り
信
用

し
な
い
で
も
ら
い
た
い
。
私
は
都
立
大
学
で
は
す
べ
て
の

学
部
の
学
生
を
知
っ
て
い
る
が
、
中
央
大
学
で
は
法
学
部

の
学
生
諸
君
し
か
知
ら
な
い
。
だ
い
た
い
比
較
す
る
こ
と

自
体
が
無
茶
な
の
だ
が
、
強
引
に
こ
う
言
っ
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。
都
立
大
学
の
学
生
は
な
ん
だ
か
「
ぼ
ー
っ
」

と
し
て
い
る
。
中
央
大
学
法
学
部
の
学
生
は「
は
っ
き
り
」

し
て
い
る
。

　
「
は
っ
き
り
」
し
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
よ

く
勉
強
し
て
、
試
験
な
ど
も
よ
く
で
き
る
。
活
動
的
だ
。

進
路
な
ど
も
だ
い
た
い
決
っ
て
い
て
迷
い
が
な
い
。
も
ち

多摩キャンパス「桜広場」で

本
を
探
し
出
す
と
、
借
り
出
し
て
そ
そ
く

さ
と
出
て
き
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
う
し

な
が
ら
い
つ
も
、
も
っ
と
こ
こ
に
居
ら
れ

た
ら
な
あ
と
、
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い

が
す
る
。

　

た
ま
に
時
間
の
余
裕
の
あ
る
と
き
に
は
、

書
庫
を
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
っ
て
目
に
付
い

た
本
を
次
々
に
開
い
た
り
閉
じ
た
り
し
て

何
時
間
も
ぼ
っ
と
し
て
い
る
。
古
い
本
や

雑
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
そ
ろ
っ
て
い
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ろ
ん
そ
う
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
は
っ

き
り
」
し
て
い
る
こ
と
は
「
ぼ
ー
っ
」
と
し
て
い
る
こ
と

よ
り
い
い
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い

と
い
う
の
が
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
だ
。

　

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
二
年
生
の
ド
イ
ツ
語
中
級
の

授
業
で
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
と
い
う
作

家
の
小
説
を
テ
ク
ス
ト
に
し
た
。シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
は「
世

紀
末
ウ
ィ
ー
ン
」
を
代
表
す
る
小
説
家
・
劇
作
家
だ
（
と

い
っ
て
も
ド
イ
ツ
語
に
は
「
世
紀
末
」
と
い
う
コ
ト
バ
は

な
い
。「
世
紀
転
換
期
」
と
い
っ
て
、
一
九
一
〇
年
代
く

ら
い
ま
で
を
含
ん
で
い
る
）。
小
説
と
い
う
形
式
が
一
九

世
紀
を
通
じ
て
成
熟
し
て
き
て
、
そ
れ
が
二
〇
世
紀
へ
転

回
し
開
か
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
、
こ
の
作
家
が
象
徴
し
て
い

る
の
は
小
説
的
な
言
語
が
も
っ
と
も
高
度
な
達
成
を
果
た

し
て
い
る
頂
点
の
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
。
だ
が
一
方
で
、
登

場
す
る
人
々
の
意
識
と
無
意
識
の
中
に
は
社
会
的
な
退
廃

が
深
く
し
の
び
こ
ん
で
い
る
。
彼
は
フ
ロ
イ
ト
の
同
時
代

人
で
、
二
人
の
間
に
は
相
互
の
影
響
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ

る
。
文
章
は
細
部
ま
で
お
ど
ろ
く
べ
き
高
度
な
小
説
的
技

巧
に
貫
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
性
的
な
暗
示

や
退
廃
の
寓
意
や
精
神
分
析
的
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
隠

さ
れ
て
い
る
。

　

中
級
外
国
語
の
時
間
ほ
ど
、
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
ゆ
っ

く
り
、
じ
っ
く
り
と
読
む
機
会
は
他
に
な
い
が
、
そ
ん
な

ふ
う
に
ゆ
っ
く
り
、
精
密
に
読
み
進
ん
で
い
る
と
、
隠
さ

れ
た
暗
示
や
照
応
関
係
が
ご
ろ
ご
ろ
と
見
つ
か
っ
た
。
ど

う
だ
「
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
」
と
い
う
の
は
凄
い
だ
ろ
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
毎
時
間
し
ゃ
べ
り
、
毎
時
間
何
度
も

「
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
」「
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
」
と
叫
ん
で
い

た
と
思
う
。

さ
あ
試
験
で
す

　

さ
て
学
年
末
の
試
験
が
や
っ
て
き
た
。
中
央
大
学
法
学

部
の
学
生
諸
君
は
も
ち
ろ
ん
優
秀
な
の
で
、
和
訳
の
問
題

な
ど
は
み
ん
な
と
て
も
よ
く
で
き
る
。
だ
が
例
外
は
ど
こ

に
で
も
あ
っ
て
、
さ
っ
ぱ
り
あ
き
ま
へ
ん
と
い
う
人
た
ち

が
い
つ
も
何
人
か
は
い
る
の
で
、
彼
ら
を
救
済
す
べ
く
、

だ
れ
に
で
も
出
来
る
問
題
を
一
つ
入
れ
て
お
く
こ
と
に

し
た
。「
こ
の
作
品
の
作
者
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ュ
ニ
ッ

ツ
ラ
ー
は
い
つ
の
時
代
の
ど
こ
の
国
の
作
家
か
書
き
な
さ

い
」。
こ
れ
で
、
無
条
件
で
20
点
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
、
空
く
じ
な
し
の
く
じ
引
き
み
た
い
な

も
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。

　

意
外
に
も
、
こ
の
問
題
が
平
均
点
を
大
幅
に
引
き
下

げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
誰
も
で
き
な

か
っ
た
の
だ
。
む
ず
か
し
い
和
訳
の
問
題
は
と
て
も
よ
く

で
き
て
い
る
の
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
と
き
た
ら
、

「
第
二
次
大
戦
の
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
人
」
と
い
う
の
は
ま
あ

い
い
と
し
て
、「
産
業
革
命
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
人
」
と

か
「
二
〇
世
紀
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
人
」
な
ど
と
い
う
の
も

あ
っ
た
。
こ
れ
、
ド
イ
ツ
語
の
授
業
な
ん
だ
け
ど
。

ノ
イ
ズ
は
は
っ
き
り
「
カ
ッ
ト
」

　

ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
、
何
週
間

か
考
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
到
達
し
た
結

論
は
こ
う
い
う
も
の
だ
。

　

つ
ま
り
、こ
れ
に
は
高
度
な
「
選
択
」
の
能
力
が
関
わ
っ

て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
た
と
え
ば
高
校
の
高
学
年
に
も

な
れ
ば
、
志
望
校
の
入
試
科
目
に
よ
っ
て
聞
く
べ
き
授
業

と
聞
か
な
く
て
よ
い
科
目
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
れ
る
。

こ
の
と
き
効
率
的
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
た
め
に
、
聞
く

べ
き
も
の
に
は
耳
を
開
き
、
聞
か
な
く
て
よ
い
科
目
に
は

パ
タ
ン
と
耳
を
閉
じ
る
。
こ
う
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
節
約
の

た
め
に
訓
練
さ
れ
た
選
択
の
技
術
は
、
大
学
の
授
業
で
も

遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
、「
試
験
は
和
訳
」
と
思
っ
て
い

る
か
ぎ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
「
ノ
イ
ズ
」
と
し
て
、

自
動
的
に
削
除
さ
れ
る
。
授
業
中
、訳
読
の
と
き
は「
は
っ

き
り
と
」
耳
は
開
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
話
に

な
る
と
、
耳
が
パ
タ
ン
と
閉
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
情
報
に
対
し
て
意
識
の
志
向
性
が
「
は
っ
き

り
」
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
正
確
に

情
報
を
選
択
し
、検
索
す
る
。
無
選
択
に
、「
ぼ
ん
や
り
と
」

雑
音
に
感
覚
を
晒
す
、
な
ど
と
い
う
無
駄
な
こ
と
は
し
な

い
の
で
あ
る
。

蔵書 170 万冊、中大図書館は使い勝手も一番の私好み

　

こ
う
い
う
高
度
な
選
択
や
転
換
の
能
力
に
つ
い
て
は
、

人
づ
て
に
こ
ん
な
話
も
聞
い
た
。

　

他
学
部
の
あ
る
教
授
の
講
義
は
と
て
も
人
気
が
あ
る
。

受
講
生
も
熱
心
で
、
授
業
時
間
中
も
ち
ろ
ん
私
語
な
ど

ま
っ
た
く
な
い
。
講
義
に
集
中
し
て
耳
を
傾
け
、
ジ
ョ
ー

ク
に
は
笑
い
、
講
義
が
核
心
部
に
迫
る
と
、
鉛
筆
を
走
ら

せ
る
音
だ
け
が
大
教
室
に
聞
こ
え
る
、
と
い
う
ぐ
あ
い
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
終
業
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
と
、
先
生
の
話

は
ま
さ
に
核
心
部
の
余
韻
を
た
た
え
つ
つ
、
も
っ
と
も
重

要
な
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、

学
生
た
ち
は
パ
タ
パ
タ
と
ノ
ー
ト
を
閉
じ
、
カ
バ
ン
に
し

ま
い
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
席
を
立
つ
の
だ
と
い
う
。
別
に
次
の

授
業
に
急
い
で
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。こ
れ
は「
は
っ

き
り
し
た
」
選
択
や
転
換
の
能
力
が
、
ほ
と
ん
ど
反
射
的

に
作
動
す
る
ほ
ど
に
訓
練
さ
れ
、
陶
冶
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

心
が
「
ざ
わ
ざ
わ
」
し
て
ま
す
か

　

し
か
し
検
索
や
選
択
の
た
め
に
、
こ
ん
な
に
セ
ル
フ
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と

は
た
い
へ
ん
不
幸
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た

し
か
に
機
能
的
で
効
率
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
だ
と
、

自
分
の
中
か
ら
、
い
ま
は
自
分
に
も
わ
か
ら
な
い
新
し
い

欲
望
を
見
つ
け
出
し
た
り
、
い
ま
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い

新
し
い
志
向
性
を
呼
び
覚
ま
し
た
り
、
と
い
っ
た
こ
と
が
、

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
一
言
で
い
う
と
、
こ

れ
、人
生
は
も
う
終
わ
っ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
な
ん
じ
ゃ

な
い
の
。

　

大
学
は
「
ざ
わ
ざ
わ
」
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
ざ

わ
ざ
わ
」
し
て
い
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
で
あ

る
（
も
ち
ろ
ん
授
業
中
ざ
わ
ざ
わ
私
語
す
る
の
は
ダ
メ
で

す
よ
）。
い
ま
の
自
分
か
ら
す
れ
ば
回
り
道
、
無
駄
、
雑

音
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
自
分
の
中
か
ら
新
し
い

欲
望
を
呼
び
出
し
て
、
自
分
を
変
貌
さ
せ
て
く
れ
る
。
だ

か
ら
あ
な
た
も
も
っ
と
心
が
「
ざ
わ
ざ
わ
」
し
て
い
る
ほ

う
が
い
い
。
そ
ん
な
特
別
な
時
間
は
、
大
学
時
代
を
過
ぎ

て
し
ま
う
と
、
た
ぶ
ん
二
度
と
や
っ
て
こ
な
い
ん
だ
か
ら
。


