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最 

優 

秀 

賞 
昆
虫
と
僕 

兵
庫
県
立 

小
野
高
等
学
校 

二
年 

吉
水 

敏
城 

  

将
来
は
、
昆
虫
研
究
者
に
な
る
と
い
う
の
が
僕
の
「
志
」
で
あ
る
。
昆
虫
を
研
究

し
て
何
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
一
番
の
目
標
は
、
医
療
分
野
へ
の
応
用
で
人
々
に

貢
献
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
治
療
法
や
薬
の
見
つ
か
っ
て
い
な
い
病

気
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
ん
な
病
気
を
未
知
な
る
部
分
を
多
く
持
つ
昆
虫
と
い
う
異

な
っ
た
視
点
か
ら
解
決
法
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
僕
は
昆
虫
を
研
究
す
る

こ
と
で
、
人
と
生
物
、
人
と
自
然
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
地
球
環
境
を
考
え
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

そ
も
そ
も
、
僕
が
昆
虫
に
興
味
を
持
ち
出
し
た
の
に
は
、
あ
る
大
き
な
き
っ
か
け

が
あ
る
。
小
学
校
四
年
生
の
と
き
で
あ
る
。
母
に
博
物
館
の
セ
ミ
ナ
ー
の
昆
虫
採
集

講
座
に
無
理
矢
理
連
れ
て
い
か
れ
た
。
当
時
の
僕
は
、
自
然
に
は
あ
る
程
度
関
心
を

持
っ
て
い
た
も
の
の
、
か
な
り
嫌
が
っ
て
い
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て

今
、
昆
虫
の
研
究
を
し
た
い
と
言
う
僕
に
対
し
て
、
い
つ
も
は
母
、「
あ
の
と
き
、
相

当
嫌
が
っ
て
い
た
の
に
な
」「
あ
れ
に
参
加
し
て
な
か
っ
た
ら
、
今
の
あ
ん
た
は
い
な

い
や
ろ
な
」
と
言
っ
て
く
る
。
無
理
矢
理
で
も
、
僕
に
こ
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
る
セ

ミ
ナ
ー
に
行
か
し
た
母
に
は
本
当
に
感
謝
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
昆
虫
が

大
好
き
に
な
り
、
こ
の
「
志
」
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
採
集
し

た
昆
虫
は
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
オ
オ
シ
オ
カ
ラ
ト
ン
ボ
。
紺
碧
の
複
眼
、
淡
い
青

色
の
体
。
そ
の
色
彩
の
豊
か
さ
に
感
動
し
た
。
キ
オ
ビ
ッ
チ
バ
チ
。
脚
に
は
え
て
い

る
毛
の
多
さ
。
な
ぜ
、
黄
色
を
腹
に
帯
び
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。
そ
し
て
、

昆
虫
の
数
、
種
類
の
多
さ
に
は
本
当
に
驚
い
た
。
昆
虫
採
集
を
始
め
て
、
五
、
六
年

に
な
る
が
今
で
も
採
集
し
た
い
昆
虫
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
い
る
。
そ
の
よ
う
に
昆

虫
は
、
こ
の
世
の
ど
ん
な
生
物
よ
り
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
４
億
年
と

い
う
長
い
歴
史
の
中
で
絶
え
る
こ
と
な
く
、
力
強
く
現
在
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
。

小
さ
い
存
在
な
が
ら
今
ま
で
生
き
残
っ
て
き
た
昆
虫
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
を
救
え
る

す
ば
ら
し
い
〝
何
か
〟
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
は
無
尽
蔵
に
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
う
し
た
、
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
部
分
を
多
く
持
つ
昆
虫
。
だ
か
ら
こ
そ
、

僕
は
そ
れ
を
応
用
し
、
人
々
に
役
立
て
た
い
。 

 

現
在
で
も
昆
虫
か
ら
数
多
く
の
役
立
つ
物
質
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
僕
た
ち
が
よ

く
嫌
う「
ハ
エ
」か
ら
抗
ガ
ン
剤
を
つ
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
物
質
が
発
見
、

研
究
が
さ
れ
て
い
る
。
バ
イ
菌
だ
ら
け
の
中
で
暮
ら
す
ハ
エ
の
幼
虫
が
な
ぜ
病
気
に

な
ら
ず
、
生
き
て
い
ら
れ
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
か
ら
こ
の
物
質
は
発
見
さ
れ

た
。
そ
の
他
に
も
、
半
乾
燥
地
帯
に
生
息
し
て
い
る
ネ
ム
リ
ユ
ス
リ
カ
と
い
う
蚊
の

研
究
か
ら
、
臓
器
や
血
液
の
乾
燥
保
存
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
物
質

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
乾
季
に
な
る
と
こ
の
蚊
は
、
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
燥
し
て
半
永
久

的
な
体
眠
に
入
る
。
そ
し
て
、
水
を
あ
た
え
る
と
息
を
吹
き
か
え
す
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
利
用
し
、
細
胞
を
蘇
生
で
き
る
状
態
で
乾
燥
保
存
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
、
不
思
議
な
物
質
を
持
つ
昆
虫
は
数
多
く
い
る
と
思
う
。
僕
は
そ

れ
を
研
究
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
汚
い
研
究
や
過
酷
な
研
究
か
ら
目
を
そ
む
け

ず
、
立
ち
向
か
っ
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
必
ず
人
の
役
に
立
つ
物
質
を
発
見
す
る
。 

 

僕
は
、
は
じ
め
昆
虫
を
研
究
す
る
こ
と
で
人
と
生
物
、
人
と
自
然
と
の
関
係
、
そ

し
て
地
球
環
境
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
理
由
を
述
べ
て

い
き
た
い
。
昆
虫
を
研
究
す
る
上
で
、
必
ず
採
集
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
の

採
集
を
す
る
所
が
自
然
環
境
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
昆
虫
つ
ま
り
は
生
物
を
研
究

す
る
の
に
自
然
環
境
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
な
の
あ
る
。
僕
自
身
、
昆
虫
採
集
を

す
る
上
で
多
く
の
自
然
に
接
し
、
そ
し
て
自
然
へ
の
見
方
が
変
わ
っ
た
。
昆
虫
採
集

を
始
め
る
以
前
は
、
自
然
の
樹
木
、
花
、
生
物
に
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
興

味
を
示
さ
ず
、
山
や
川
な
ど
に
キ
ャ
ン
プ
に
行
っ
た
と
き
で
も
、「
自
然
が
多
い
な
」

と
い
う
呆
気
の
な
い
感
情
し
か
わ
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
細
か
い
自
然
に
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目
が
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
稲
穂
が
出
て
い
る
、
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
が

鳴
き
出
し
た
、
ク
リ
の
花
が
咲
い
て
い
る
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
の

壮
大
さ
に
感
動
し
、
さ
ら
に
、「
自
分
は
生
か
さ
れ
て
ん
ね
ん
な
あ
」
と
感
じ
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
細
か
い
自
然
の
変
化
に
気
づ
き
、
こ
の
よ
う
に
感
じ

て
い
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
の
だ
ろ
う
。
多
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
感
じ
て
い

る
人
の
多
く
は
生
物
と
ふ
れ
あ
い
が
あ
る
人
達
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昨
今
、
昆
虫

嫌
い
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
生
物
と
の
ふ
れ
あ
い
が
な
く

な
れ
ば
、
自
然
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら

こ
そ
僕
は
、
昆
虫
を
研
究
す
る
過
程
で
、
昆
虫
の
す
ば
ら
し
さ
や
不
思
議
さ
、
そ
し

て
何
よ
り
「
な
ぜ
？
」
の
答
え
を
発
見
し
、
昆
虫
が
身
近
で
、
大
き
な
存
在
で
あ
る

こ
と
を
、
知
っ
て
も
ら
い
、
昆
虫
に
興
味
が
も
て
る
場
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
そ
し
て
、
多
く
の
人
が
昆
虫
、
生
物
に
眼
を
向
け
、
自
然
に
眼
を
向
け
る
機

会
や
そ
う
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
し

て
、「
生
物
は
大
事
に
し
な
あ
か
ん
な
」
と
い
う
気
持
ち
が
持
て
、
人
と
生
物
、
人
と

自
然
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る
地
球
温
暖
化
を
防
ぐ
こ
と
も
そ
う
難
し
く
は
な
い
よ
う
に

な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
人
々
が
昆
虫
に
眼
を
向
け
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
昆
虫
研
究
者
と
医
者
、
薬
を
つ
く
る
企
業
と
の
連
携
が
と
り
や
す
く
な
り
、

よ
り
よ
い
も
の
が
で
き
る
は
ず
だ
。 

 

だ
か
ら
僕
は
、
親
や
自
然
に
感
謝
し
、
昆
虫
を
通
し
て
人
々
に
貢
献
し
、
自
然
に

対
す
る
意
識
を
変
え
、
よ
り
よ
い
社
会
を
つ
く
っ
て
い
け
る
よ
う
な
研
究
者
に
な
る

こ
と
を
「
志
」
に
す
る
の
で
あ
る
。 
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優 

秀 

賞 
苦
し
み
に
ひ
と
区
切
り
を 

私
立 

学
習
院
女
子
高
等
科 

三
年 

山
田 

沙
弥 

  

犯
罪
者
は
世
の
不
利
益
だ
。
そ
ん
な
の
は
世
間
一
般
の
常
識
で
あ
る
。
法
に
触
れ

れ
ば
そ
の
対
価
と
し
て
、
罰
金
を
取
ら
れ
た
り
、
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
た
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
誰
も
が
当
た
り
前
と
し
て
了
解

し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
世
の
秩
序
は
保
た
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

し
か
し
警
察
官
に
捕
ら
え
ら
れ
た
者
が
、
必
ず
し
も
「
犯
罪
者
」
と
は
限
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
思
い
の
外
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
被
疑
者
は
敢
え
て
疑
い
を
持
た

れ
て
い
る
だ
け
の
者
で
あ
っ
て
、
検
察
に
よ
る
十
分
な
捜
査
の
後
、
裁
判
に
よ
っ
て

有
罪
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
、
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
す

る
と
、
有
罪
・
無
罪
を
決
定
す
る
裁
判
官
が
、
勿
論
被
告
人
に
と
っ
て
も
、
被
害
者
・

遺
族
に
と
っ
て
も
、非
常
に
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
く
る
。私
が
飛
び
込
ま
ん
と
日
々

努
力
し
、
目
指
し
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な
究
極
の
現
場
で
あ
る
。 

 

刑
事
裁
判
の
裁
判
官
は
、
法
廷
で
示
さ
れ
た
証
拠
の
み
を
元
に
、
憲
法
や
そ
の
下

に
あ
る
各
種
法
律
に
照
ら
し
て
、
有
罪
・
無
罪
、
そ
し
て
有
罪
の
場
合
は
ど
の
程
度

の
量
刑
を
科
す
か
の
判
断
を
す
る
。
そ
の
判
断
に
よ
っ
て
は
、
被
害
者
・
遺
族
の
痛

み
を
僅
か
な
が
ら
軽
減
出
来
る
可
能
性
が
あ
る
。
善
良
な
一
般
市
民
は
、
し
ば
し
ば

此
方
の
側
に
偏
っ
た
見
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

被
告
人
の
利
益
を
著
し
く
侵
害
し
得
る
立
場
と
も
言
え
る
。
裁
判
官
の
方
々
は
、
正

し
く
板
ば
さ
み
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
無
い
か
と
拝
察
す
る
。
で
は

何
故
私
は
そ
ん
な
過
酷
な
仕
事
に
就
き
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。 

 

私
が
し
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
悪
者
を
懲
ら
し
め
た
り
、
弱
い
者
を
救
っ
た
り
と

い
う
よ
う
な
、「
正
義
の
ヒ
ー
ロ
ー
」
紛
い
の
こ
と
で
は
無
い
。
裁
判
官
に
な
れ
ば
、

結
果
的
に
似
通
っ
た
こ
と
を
行
う
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
私
に
は
人
並
み
外
れ
た
正
義

感
も
、
悪
者
と
敵
対
す
る
勇
気
も
無
い
。
そ
れ
以
前
に
私
は
、
こ
の
世
に
根
っ
か
ら

の
悪
者
な
ど
居
な
い
と
考
え
る
。
生
ま
れ
つ
い
た
時
は
皆
同
じ
よ
う
な
赤
ん
坊
だ
っ

た
訳
で
、
そ
の
後
の
育
ち
方
や
周
り
の
環
境
に
よ
っ
て
、
一
度
は
道
を
誤
っ
た
と
し

て
も
、
本
人
の
努
力
と
周
囲
の
支
え
が
あ
れ
ば
、
き
っ
と
世
の
為
人
の
為
と
な
れ
る

瞬
間
が
、
再
び
訪
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
再
犯
が
後
を
絶
た
な
い
の
も
事
実
と
言
え
る
。
こ
れ
は
何
と
も
残
念
で

あ
る
。
と
は
言
え
私
は
絶
望
し
て
い
な
い
。
間
違
え
た
な
ら
ば
ま
た
や
り
直
せ
ば
良

い
。
そ
れ
を
被
害
者
・
遺
族
が
許
さ
な
い
場
合
も
当
然
あ
る
。
だ
か
ら
裁
判
は
あ
る

と
思
う
。
罪
を
犯
し
た
者
が
野
放
し
に
さ
れ
る
こ
と
、
何
の
償
い
も
せ
ず
に
の
う
の

う
と
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
に
は
、
私
も
断
固
と
し
て
反
対
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
世
間

が
許
す
は
ず
が
無
い
。
ま
た
必
ず
と
は
言
え
な
い
が
、
犯
罪
者
本
人
が
許
さ
な
い
場

合
も
尐
な
く
な
い
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
時
国
民
の
代
表
と
し
て
、
個
人
の
良
心
に
従

っ
て
罰
を
与
え
る
権
限
を
持
つ
の
が
裁
判
官
で
あ
る
。 

 

私
は
、
裁
判
官
が
行
う
の
は
悲
し
み
に
区
切
り
を
付
け
る
こ
と
だ
と
思
う
。
有
罪

判
決
が
出
た
か
ら
と
言
っ
て
、殺
さ
れ
た
被
害
者
が
帰
っ
て
く
る
訳
で
も
無
け
れ
ば
、

受
け
た
傷
が
癒
え
る
訳
で
も
無
い
。被
害
者
・
遺
族
の
痛
み
が
消
え
る
こ
と
は
無
い
。

私
は
偽
善
者
に
な
る
つ
も
り
は
無
い
。た
だ
彼
ら
の
止
め
処
な
く
溢
れ
る
悲
し
み
に
、

区
切
り
を
付
け
る
こ
と
が
出
来
た
ら
。
ま
た
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
続
け
る
被
告
人
に
、

償
い
の
道
を
示
せ
た
ら
、
第
三
者
と
し
て
は
最
善
な
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
も
う
一

方
。
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
た
被
告
人
を
救
う
の
も
、
裁
判
官
の
務
め
で
あ
る
。
無
実

の
罪
で
疑
わ
れ
て
し
ま
っ
た
心
の
傷
が
無
く
な
る
こ
と
は
無
い
が
、
青
天
白
日
の
身

と
な
れ
ば
、
そ
の
苦
し
み
に
ひ
と
区
切
り
を
つ
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら

私
は
裁
判
官
に
な
り
た
い
。 

 

私
が
裁
判
官
を
目
指
し
始
め
た
の
は
、
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
も

憲
法
や
刑
法
を
初
め
と
し
た
法
律
を
読
む
の
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
何
と
無
く
法
律

関
係
の
仕
事
に
就
け
れ
ば
良
い
な
と
は
考
え
て
い
た
が
、
裁
判
官
に
思
い
定
め
た
の
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は
、
自
分
が
法
律
と
同
じ
よ
う
に
人
が
好
き
だ
と
気
付
い
た
か
ら
で
あ
る
。
法
廷
に

お
い
て
、
検
察
官
に
よ
る
証
拠
並
べ
が
行
わ
れ
る
中
で
、
刑
事
裁
判
の
大
原
則
「
無

罪
の
推
定
」
を
貫
く
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
無
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
、
裁
判
官

は
よ
り
重
い
刑
を
望
む
被
害
者
・
遺
族
の
感
情
を
も
無
視
出
来
な
い
立
ち
位
置
に
居

る
。
双
方
の
事
情
や
気
持
ち
を
平
等
に
汲
み
取
る
に
は
、
そ
の
立
場
の
違
い
上
ア
プ

ロ
ー
チ
は
違
っ
て
も
、
両
者
を
同
程
度
だ
け
愛
す
る
し
か
無
い
と
思
う
。
私
は
そ
れ

が
出
来
る
人
間
に
な
り
た
い
。 

 

裁
判
官
に
な
る
に
は
ま
ず
法
科
大
学
院
に
行
っ
て
、
難
関
の
司
法
試
験
を
突
破
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
為
に
私
は
、
日
々
六
法
を
中
心
に
、
関
連
書
物
を
読
む
よ
う

に
し
て
い
る
。
平
凡
な
高
校
生
で
あ
る
か
ら
、
解
説
無
し
に
は
分
か
ら
な
い
点
も
多

く
あ
る
。分
か
ら
な
い
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
し
、仕
方
の
無
い
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
大
学
進
学
後
、
じ
っ
く
り
と
学
ん
で
い
け
ば
良
い
と
思
う
。 

 

ま
た
、
私
が
今
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
の
は
、
刑
事
施
設
に
つ
い
て
の
知
識
を
得

る
こ
と
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
な
ど
で
よ
く
聞
く
判
決
に
「
懲
役
」
や
「
禁
錮
」
な
ど
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
懲
役
は
一
定
の
労
役
を
科
せ
ら
れ
な
が
ら
、
禁
錮
は
そ
の
義
務

無
く
身
体
の
自
由
を
奪
わ
れ
る
刑
罰
だ
が
、
そ
れ
ら
の
受
刑
者
が
暮
ら
す
い
わ
ゆ
る

「
刑
務
所
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
私
も
よ

く
知
ら
な
い
。
行
っ
た
こ
と
が
無
い
の
だ
か
ら
当
然
だ
。
し
か
し
裁
判
官
に
な
っ
て

人
を
裁
く
時
、
刑
事
施
設
に
つ
い
て
「
よ
く
知
ら
な
い
」
と
言
う
の
は
、
あ
ま
り
に

も
無
責
任
だ
と
考
え
る
。
自
分
が
裁
い
た
人
の
行
く
先
く
ら
い
把
握
す
る
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
各
刑
事
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
更
正
教
育
の
特
性
を
深
く
理
解
し
て
い
な

け
れ
ば
、
適
切
な
判
断
を
下
せ
る
は
ず
も
無
い
。
だ
か
ら
私
は
今
刑
事
施
設
に
お
け

る
受
刑
者
の
人
権
や
、
生
活
・
食
事
に
関
す
る
本
を
読
む
よ
う
に
し
て
い
る
。 

 

た
だ
頭
で
は
彼
是
と
考
え
て
い
て
も
、
私
の
よ
う
な
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
に
は
、
出

来
る
こ
と
な
ど
あ
ま
り
無
い
か
も
知
れ
な
い
。
で
も
裁
判
官
に
な
っ
た
ら
、
前
述
の

通
り
誰
か
の
苦
し
み
に
一
つ
の
区
切
り
を
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
被
害
者
・
遺
族
然
り
、
被
告
人
も
然
り
で
あ
る
。
私
は
今
回
刑
事
裁
判
の
裁

判
官
に
つ
い
て
の
み
記
述
し
た
が
、民
事
裁
判
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
知
識
を
深
め
、

将
来
き
っ
と
社
会
に
貢
献
出
来
る
よ
う
に
、
志
を
高
く
持
っ
て
努
力
を
重
ね
て
い
き

た
い
。 
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優 

秀 

賞 
私
の
進
む
べ
き
道 

私
立 

目
白
研
心
高
等
学
校 

三
年 

河
西 

麻
帆 

  

現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
を
生
き
る
に
は
、
多
様
な
文
化
的
背
景
を
も
つ
人
々

と
共
生
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
「
受
信
力
」
と
「
発
信
力
」

は
不
可
欠
な
要
素
だ
。
私
は
教
育
現
場
、
そ
れ
も
中
学
校
・
高
等
学
校
で
海
外
留
学

を
推
進
し
、「
受
信
力
」
と
「
発
信
力
」
を
鍛
え
る
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
こ
と
で

社
会
に
貢
献
し
た
い
。 

 

そ
の
き
っ
か
け
は
自
身
の
留
学
体
験
だ
。
異
文
化
に
触
れ
た
時
、
通
じ
合
う
こ
と

に
喜
び
を
感
じ
た
。
相
互
理
解
は
難
し
い
こ
と
だ
が
、
そ
の
困
難
さ
も
含
め
た
楽
し

さ
と
、
意
見
交
換
の
必
要
性
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
よ
う

に
な
っ
た
。 

 

留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
、「
自
国
の
文
化
」
を
紹
介
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

が
あ
っ
た
。
私
は
日
本
の
国
技
で
あ
る
「
相
撲
」
を
発
表
す
る
班
に
な
っ
た
。
話
し

合
い
で
、「
発
表
に
は
ユ
ー
モ
ア
も
入
れ
て
聴
衆
の
心
を
つ
か
も
う
」
と
い
う
意
見
が

出
た
。
そ
こ
で
私
は
「
折
り
紙
で
力
士
の
人
形
を
作
る
の
は
ど
う
か
」
と
提
案
す
る

と
、
班
の
仲
間
は
盛
り
上
が
り
そ
う
だ
と
私
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
く
れ
た
。
さ
ら

に
他
の
班
員
が
「
相
撲
の
取
り
組
み
を
実
演
し
て
み
る
の
は
ど
う
か
」
と
い
う
案
を

出
す
と
、
み
ん
な
も
私
も
、
視
覚
的
で
分
か
り
や
す
い
と
賛
成
し
た
。
こ
の
よ
う
に

互
い
が
対
等
に
「
受
信
」、「
発
信
」
す
る
こ
と
で
私
た
ち
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
質
は
高
ま
り
、
成
功
に
つ
な
が
っ
た
。
視
点
の
異
な
る
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
合

意
点
を
目
指
す
こ
と
は
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
重
要
な
ス
キ
ル
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
私
た
ち
の
「
発
信
」
に
は
あ
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
背

景
に
あ
る
精
神
文
化
の
認
識
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

 

た
び
た
び
起
こ
り
問
題
視
さ
れ
て
い
る
外
国
人
力
士
の
行
動
を
例
に
挙
げ
て
み
よ

う
。
相
撲
は
日
本
人
に
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
日
本
の
代
表
的
な
ス
ポ
ー
ツ
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
外
国
人
力
士
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
言
動
に
は
日
本
国
民
が
抱
い
て

い
る
精
神
文
化
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
数
年
外
国

人
力
士
は
様
々
な
社
会
的
問
題
を
ひ
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
原
因
の
一
つ
に
相
撲

協
会
の
「
発
信
力
」
と
、
力
士
一
人
ひ
と
り
の
「
受
信
力
」
が
う
ま
く
機
能
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
相
撲
は
単
に
勝
ち
負
け
を
競
う
だ
け
の
場
で
は

な
く
、
長
い
間
継
承
さ
れ
て
き
た
日
本
の
伝
統
を
披
露
す
る
場
で
も
あ
る
。
協
会
側

は
、力
士
に
対
し
て
伝
統
に
基
づ
い
て
精
神
を
教
え
る
こ
と
に
よ
り
努
め
る
べ
き
だ
。

同
時
に
外
国
人
力
士
も
「
国
技
と
し
て
の
相
撲
」
の
精
神
的
背
景
を
も
っ
と
学
ぶ
べ

き
で
あ
る
。 

 

「
発
信
力
」
と
「
受
信
力
」
が
必
要
と
さ
れ
る
場
面
は
多
い
。
記
憶
に
新
し
い
の

は
、
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
国
際
取
引
問
題
だ
。
多
く
の
国
々
が
、
マ
グ
ロ
を
捕
獲
し
て
い

る
尐
数
派
の
国
々
に
非
難
を
浴
び
せ
た
。
マ
グ
ロ
を
食
べ
続
け
た
い
と
願
う
日
本
人

は
、
そ
の
食
文
化
の
意
義
を
「
発
信
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
と
な
っ
た
。
日

本
政
府
は
ま
ず
、
減
尐
が
叫
ば
れ
て
い
る
ク
ロ
マ
グ
ロ
は
、
マ
グ
ロ
全
体
の
漁
獲
量

１
３
０
万
ト
ン
の
う
ち
わ
ず
か
３
万
ト
ン
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
１
９

９
６
年
に
「
マ
グ
ロ
資
源
保
存
・
管
理
特
別
措
置
法
」
を
定
め
、
国
際
機
関
の
ル
ー

ル
に
従
わ
な
い
国
か
ら
の
輸
入
は
禁
止
し
て
い
る
こ
と
や
、
自
国
の
漁
獲
量
も
厳
し

く
規
定
し
て
い
る
こ
と
等
を
力
説
し
た
。
こ
れ
ら
の
「
発
信
力
」
と
外
交
努
力
の
結

果
、
日
本
は
自
国
の
文
化
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
。
非
難
さ
れ
た
と
き
そ
の
正
当
性

や
必
然
性
を
主
張
で
き
な
け
れ
ば
、
失
う
も
の
は
多
い
。 

 
し
か
し
、
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
時
代
に
対
応
す
る
準
備
が
充
分
に
で
き
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
私
に
は
日
本
人
が
世
界
の
人
々
を
相
手
に
対
等
な
態
度
で
「
発
信
」
す

る
こ
と
に
不
慣
れ
だ
と
思
え
て
な
ら
な
い
。 

 

そ
の
背
景
と
し
て
、日
本
が
ほ
ぼ
単
一
的
民
族
国
家
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
は
国
民
の
「
発
信
力
」
を
伸
ば
せ
る
環
境
と
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
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大
多
数
の
人
が
同
じ
文
化
を
共
有
し
て
い
る
国
内
で
、
自
明
の
事
実
を
語
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
日
常
的
に
は
「
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
」
と

意
識
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
国
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
も
意
外
な
ほ
ど
乏
し
い
。 

 

ま
た
「
自
己
主
張
が
強
い
の
は
好
ま
し
く
な
い
」
と
い
う
気
風
も
あ
る
。
こ
れ
は

日
本
の
伝
統
的
な
精
神
で
あ
り
、「
寡
黙
」
を
よ
し
と
す
る
考
え
方
は
今
も
根
づ
い
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
で
、
異
文
化
の
人
々

を
相
手
に
し
た
時
に
は
、
そ
の
文
化
は
必
ず
し
も
世
界
の
「
徳
」
に
な
る
と
は
限
ら

な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
私
た
ち
は
現
代
の
日
本
が
抱
え
る
問
題
へ
の
対
処

法
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
日
本

人
は
、
相
手
が
ど
こ
の
国
民
で
あ
っ
て
も
、
対
等
に
「
受
信
」「
発
信
」
で
き
る
人
間

関
係
を
築
け
る
よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
、
中
高
の
短
期
留
学
体
験
で
、
異

文
化
を
も
つ
相
手
と
相
互
理
解
す
る
に
は
、「
受
信
力
」「
発
信
力
」
が
必
要
だ
と
気

付
き
、
社
会
的
視
野
を
広
め
よ
う
と
努
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
将
来

は
、
そ
の
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
た
人
材
を
育
成
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
に
貢

献
し
た
い
と
強
く
思
う
。 

 

よ
り
よ
い
指
導
を
す
る
た
め
に
、
大
学
で
は
以
下
の
学
問
を
追
究
し
た
い
。
ま
ず

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
だ
。
異
文
化
の
理
解
は
、
人
と
人
の
交
流
か
ら
始
ま
る
か

ら
だ
。
偏
見
な
く
相
手
を
受
け
と
め
ら
れ
る
包
容
力
を
身
に
つ
け
た
い
。
ま
た
、
相

互
理
解
の
道
具
と
し
て
の
語
学
を
上
達
さ
せ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
次
に

比
較
社
会
学
で
、各
国
の
国
民
性
や
そ
れ
が
生
ま
れ
た
歴
史
を
学
ぶ
。そ
れ
に
よ
り
、

話
し
手
の
文
化
的
背
景
も
考
慮
に
入
れ
て
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
教
育
学
も

重
要
だ
。「
自
分
は
相
手
を
尊
重
し
、
相
手
は
自
分
を
尊
重
す
る
」
と
い
う
対
等
な
関

係
を
築
け
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
指
導
力
を
身
に
つ
け
た
い
。
そ
れ
は
、
対
人

関
係
を
築
く
こ
と
が
上
手
で
な
い
生
徒
・
学
生
の
対
処
に
も
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
知
識
を
た
く
さ
ん
吸
収
し
、
よ
り
効
果
的
な
留
学
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
で
き
る
よ
う
に
努
力
す
る
。
そ
し
て
、
自
分
を
含
め
た
若
い
世
代
の
「
受
信
力
」

と
「
発
信
力
」
を
鍛
え
、
日
本
人
が
世
界
中
の
人
々
と
共
生
す
る
力
を
伸
ば
し
て
い

く
こ
と
が
、
私
の
「
夢
」
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
世
界
平
和
の
一
端
を
担
う
こ

と
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。 
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佳 

作 
『
世
界
の
想
い
の
発
信
源
』 

南
山
国
際
高
等
学
校 

二
年 

丹
羽 

春
香 

 

『
ス
ク
リ
ー
ン
の
奥
か
ら
世
界
を
支
え
る
』 

学
習
院
女
子
高
等
科 

二
年 

白
倉 

麗 

 

『
私
の
な
り
た
い
先
生
像
』 

女
子
学
院
高
等
学
校 

二
年 

吉
川 

佳
穂 

 

『
未
来
を
担
う
子
供
達
の
た
め
に
』 

大
妻
高
等
学
校 

一
年 

村
田 

歩
彌 

 

『
本
当
の
感
動
』 

山
陽
女
子
高
等
学
校 

二
年 

矢
鳴 
優
花 

 

入 

選 

『
心
と
の
触
れ
合
い
』 

長
田
高
等
学
校 

二
年 

野
村 

実
沙 

 

 

『
未
来
を
拓
け
る
技
術
者
に
』 

 

小
野
高
等
学
校 

二
年 

計
倉 

圭
助 

 

 

『
２
１
世
紀
の
侍
へ
』 

 

早
稲
田
大
学
高
等
学
院 

三
年 

伊
澤 

 

俊 
 

 

『
今
伝
え
た
い
、
志
の
素
晴
ら
し
さ
』 

 
 

早
稲
田
大
学
高
等
学
院 

三
年 

石
原 

光
恭 

 

 

『
自
分
の
言
葉
』 

 
 

高
田
高
等
学
校 

一
年 

水
谷 

菜
那
子 

 

 

『
こ
え
』 

 
 

高
田
高
等
学
校 

一
年 

飯
田 

桃
子 

 

 

『
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
幸
せ
な
こ
と
』 

 
 

大
妻
高
等
学
校 

一
年 

高
橋 

未
央 
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第二回 「私の志」小論文コンテスト 

 

平成 22年 11月 14日 

 

主催 多摩大学 

後援 高校生新聞社・社団法人 全国経理教育協会 

社団法人 全国工業高等学校長協会 


