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は
じ
め
に

　

港
南
台
第
一
中
学
校
で
は
、
平
成
一
七
年
度
よ
り

二
年
間
、
横
浜
市
「
国
語
科
授
業
改
善
モ
デ
ル
作
成

協
力
校
」
と
し
て
、「『
読
解
力
』『
問
題
解
決
能
力
』

の
向
上
を
目
指
す
国
語
科
の
授
業
改
善
│
国
語
科
授

業
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
目
指
し
て
│
」
を
研
究
主

題
と
し
て
研
究
を
進
め
、
三
回
の
公
開
授
業
研
究
を

行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
本
年
二
月
に
実
施
し
た
書
写

の
授
業
研
究
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

当
日
の
授
業
の
概
要

　

当
日
は
一
年
・
二
年
の
二
つ
の
授
業
を
実
施
し

た
。
一
年
生
は
「
空
想
」
を
取
り
上
げ
、「
楷
書
と

行
書
を
比
較
し
て
、
行
書
の
特
徴
と
基
本
的
な
書
き

方
を
理
解
す
る
」
こ
と
を
目
標
に
、
書
字
が
得
意
な

教
師
二
名
の
Ｔ
・
Ｔ
で
、
一
人
の
教
師
が
実
際
に
書

字
の
場
面
を
見
せ
る
な
ど
の
指
導
を
行
っ
た
。
二
年

生
で
は
あ
ま
り
書
字
が
得
意
で
は
な
い
教
師
二
名
の

Ｔ
・
Ｔ
に
よ
り
、「
行
書
に
調
和
す
る
ひ
ら
が
な
の

筆
使
い
を
学
ぶ
」「
目
的
や
用
途
に
応
じ
て
、
適
切

に
筆
記
具
を
選
ん
で
書
く
」
こ
と
を
目
標
に
、
教
材

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
活
用
し
た
り
、
教
師
が
自
ら
書
字
を
行
っ

た
後
生
徒
と
共
に
検
討
す
る
等
の
活
動
を
行
っ
た
。

国
語
科
に
お
け
る 

「
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
」

　

一
つ
の
教
室
に
複
数
の
指
導
者
が
い
る
こ
と
は
、

書
写
の
よ
う
に
技
能
を
扱
う
授
業
に
お
い
て
は
特
に

有
効
で
あ
る
。

　

本
校
で
は
、
時
間
割
作
成
上
の
工
夫
に
よ
り
、

一
・
二
年
生
の
国
語
の
授
業
に
お
い
て
週
一
時
間
の

Ｔ
・
Ｔ
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
生

徒
に
学
習
に
対
す
る
集
中
力
を
高
め
る
支
援
を
行
う

こ
と
が
で
き
た
り
、
複
数
の
教
師
の
目
で
評
価
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
客
観
性
・
信
頼
性
の
高
い
評

価
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
り
、
と
い
う
効
果
を
実
感

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
語
科
の
教
師
が
他
の
国
語

科
の
教
師
の
授
業
に
「
Ｔ
２
」
と
し
て
参
加
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
必
然
的
に
教
師
ど
う
し
授
業
を
見
合

う
こ
と
に
な
り
、
本
校
国
語
科
教
師
の
力
量
の
向
上

に
と
っ
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
生
徒
に
と
っ
て
も
、
Ｔ
・
Ｔ
が
日
常
化

し
て
い
る
の
で
、
授
業
に
複
数
の
指
導
者
が
い
る
こ

と
に
つ
い
て
の
違
和
感
や
抵
抗
感
が
払
拭
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、本
校
の
教
職
員
が
「
テ
ィ
ー
ム
」

で
教
育
活
動
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
常
に
生
徒
が

実
感
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
と
し
て
重
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

「
国
語
力
」向
上
の
た
め
に 

書
写
指
導
が
果
た
す
役
割

　

現
在
国
語
科
で
大
き
な
課
題
と
さ
れ
て
い
る
「
読

解
力
」
と
は
、
情
報
を
受
信
し
、
思
考
し
、
発
信
す

る
こ
と
の
で
き
る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
読

解
力
」
を
確
か
な
国
語
力
と
し
て
定
着
さ
せ
る
う
え

で
、
書
字
能
力
の
向
上
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

受
信
し
た
情
報
を
整
理
し
て
そ
の
内
容
を
ま
と
め

る
た
め
に
書
く
、
自
分
の
思
考
を
確
か
な
も
の
に
す
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か
な
が
わ
け
ん
よ
こ
は
ま
し
り
つ
こ
う
な
ん
だ
い
だ
い
い
ち

ち
ゅ
う
が
っ
こ
う 

こ
く
ご
か　

滝
澤
な
ぎ
さ
・
宍
倉
美
佐
・

土
屋
京
子
・
三
藤
敏
樹
の
四
名
で
、
今
年
度
か
ら
は
文
部
科

学
省
の
「
国
語
力
向
上
モ
デ
ル
事
業
」
の
委
嘱
を
受
け
、
引

き
続
き
研
究
と
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

る
た
め
に
書
く
、
発
信
す
る
内
容
を
整
理
す
る
た
め

に
書
く
、
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
文
字
を
あ
る
程
度

の
速
さ
で
書
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
発
信

す
る
形
式
に
も
よ
る
が
、
自
分
の
考
え
を
人
に
伝
え

る
こ
と
は
基
本
的
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
。

　

従
っ
て
、「
読
解
力
」
を
育
て
る
う
え
で
も
、

○
書
く
こ
と
を
嫌
が
ら
な
い
子
ど
も
を
育
て
る

○ 「
人
に
読
ま
れ
る
」
と
い
う
意
識
で
書
く
こ
と
を

育
て
る

こ
と
が
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
国
語
科
の
学
習
内

容
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

書
写
指
導
の
課
題
と
今
後
の
方
向
性

「
書
写
」
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
の
側
、
指

導
者
の
側
の
そ
れ
ぞ
れ
に
課
題
が
あ
る
。

　

学
習
者
の
側
の
課
題
と
し
て
は
、
携
帯
電
話
や

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
普
及
等
に
伴
い
、
自

分
自
身
が
筆
記
具
を
使
用
し
て
肉
筆
で
文
字
を
書
く

機
会
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
、
文
字
を

書
く
速
度
が
遅
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
文
字
を
書
く
こ
と
を
面

倒
に
感
じ
、
正
し
い
字
を
書
こ
う
と
す
る
意
識
が
低

下
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
絵

文
字
」「
ギ
ャ
ル
字
」「
ク
セ
字
」
と
い
う
形
で
現
れ

て
い
る
。

　

一
方
、
指
導
者
の
側
に
は
、
ま
ず
、
書
写
の
指
導

時
間
を
確
保
す
る
等
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
上
の
課
題

が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
国
語
科
の
教
員
免
許
状
を
取

得
し
て
い
て
も
必
ず
し
も
書
字
が
得
意
で
あ
る
と
は

限
ら
ず
、
毛
筆
書
写
に
対
す
る
抵
抗
感
を
持
つ
指
導

者
も
多
い
。
ま
た
、「
書
写
指
導
」
で
は
な
く
「
書

道
教
育
」
と
し
て
の
作
品
主
義
に
陥
り
が
ち
な
こ
と

も
課
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
を
受
け
て
、
こ
れ
か
ら
の
書
写
指

導
の
方
向
性
と
し
て
、
本
校
で
は
次
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
。

　

一
つ
は
、硬
筆
で
文
字
を
「
正
し
く
整
え
て
速
く
」

書
く
た
め
の
書
写
指
導
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
常

の
生
活
の
中
で
は
、
肉
筆
で
文
字
を
書
く
機
会
が
多

く
あ
る
。
そ
の
際
に
求
め
ら
れ
る
の
が
、
硬
筆
で
文

字
を
「
正
し
く
整
え
て
速
く
」
書
く
能
力
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
硬
筆
の
書
字
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め

に
は
、
点
画
、
筆
脈
を
き
ち
ん
と
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
字
形
が
整
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。
そ
の
た

め
の
土
台
と
な
る
の
が
毛
筆
書
写
で
あ
る
。
硬
筆
の

書
字
能
力
の
向
上
を
目
指
す
た
め
の
毛
筆
指
導
と
い

う
視
点
で
指
導
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
。

　

当
日
助
言
者
を
お
願
い
し
た
広
島
大
学
の
松
本
仁

志
先
生
か
ら
、「
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
書
写
指

導
は
あ
く
ま
で
国
語
の
授
業
で
あ
り
、『
書
道
』
教

育
や
作
品
主
義
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
書
字
が
あ
ま
り
得
意
で
な
い
先
生
で
も
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫
を
行
い
な
が
ら
授
業
を
進
め
る
必
要
が
あ

る
」
と
の
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
筆
者
（
三
藤
）
の

よ
う
に
書
字
が
得
意
で
な
い
国
語
の
教
師
に
と
っ
て

書
写
の
授
業
は
、
生
徒
と
共
に
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る

絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
か
ら
も
指

導
方
法
を
工
夫
し
な
が
ら
、
文
字
を
大
切
に
す
る
授

業
を
進
め
て
行
き
た
い
。


