
節
～
時
代
を
か
け
る
生
徒
会
～ 

第
六
号 

石
田
絢
子 

高
橋
有
希
奈 

掛
川
萌
恵 

井
上
陽
介 

樋
口
雄
大 

入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

新
入
生
の
み
な
さ
ん
は
、

授
業
も
始
ま
り
、
新
し
い

友
達
も
で
き
て
、
奈
良
学

園
の
雰
囲
気
に
慣
れ
て
き

た
頃
で
し
ょ
う
。
で
も
、

新
し
い
環
境
は
気
が
張
る

の
で
、
疲
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
体
調
を
崩

さ
な
い
よ
う
に
、
十
分
気
を
つ
け
て
く
だ
さ

い
。 

 

さ
て
、
剣
道
部
に
新
入
生

が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
初
め

て
竹
刀
を
持
ち
、
と
ま
ど
い

な
が
ら
懸
命
に
練
習
す
る

姿
を
見
て
い
て
、
自
分
に
も

そ
ん
な
時
が
あ
っ
た
と
懐

か
し
く
な
り
、
私
も
初
心
を

忘
れ
ず
、
ク
ラ
ブ
活
動
や
勉
強
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

文
化
祭
実
行
委
員
会
よ
り 

 
 

二
次
募 

 

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

第
四
十
回
文
化
祭
実
行
委
員

長
の
高
二
Ｄ
組
古
川
愛
依(

ふ
る
か
わ
あ

い)

で
す
。 

始
業
式
で
連
絡
し
た
通
り
、
十
五
日(

月)

に
文
化
祭
実
行
委
員
の
募
集
を
締
め
切
り

ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
応
募
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
各
実
行
委
員
会
へ
の
応
募
人

数
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
ホ
ワ

イ
ト
ボ
ー
ド
に
掲
示
し
ま
し
た
。 

今
後
は
、
実
行
委
員
会
の
総
会
を
開
き
、

そ
こ
で
各
委
員
会
の
代
表
者
や
今
年
の
文

化
祭
の
テ
ー
マ
な
ど
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

文
化
祭
の
テ
ー
マ
は
、
二
十
三
日
の
生
徒
大

会
で
発
表
し
ま
す
の
で
、
楽
し
み
に
し
て
い

て
く
だ
さ
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
自
分
た
ち
だ
け
が
楽
し
む
文

化
祭
で
は
な
く
、
お
客
さ
ん
を
楽
し
ま
せ
、

な
お
か
つ
自
分
た
ち
も
達
成
感
を
味
わ
え

る
よ
う
な
文
化
祭
を
、
私
た
ち
と
一
緒
に
作

り
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も

聞
き
に
来
て
く
だ
さ
い
！ 

(

実
行
委
員
長 

古
川
愛
依)

 

  

全
国
大
会
の
結
果
報
告 



 
ア
ー
チ
ェ
リ
ー 

決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト 

一
回
戦
敗
退 

 

ベ
ス
ト
十
六
以
上
を
目

標
と
し
て
い
た
の
で
す
が
、

達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
の
大
会

で
の
反
省
を
生
か
し
て
、
夏
の
全
国
大
会
に

向
け
て
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

(

高
二 

藪
田
真
士
君) 

中
学
テ
ニ
ス 

 

男
子
団
体 

ベ
ス
ト
十
六 

 
 

女
子
団
体 

一
回
戦
敗
退 

   
   

ク
ラ
ブ
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

  

九
日
の
七
限
に
第
一
体
育
館
で
、
新
入
生

歓
迎
ク
ラ
ブ
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開

催
し
ま
し
た
。 

各
団
体
が
自
分
た
ち
の
活
動
を
わ
か
り

や
す
く
、お
も
し
ろ
く

ア
ピ
ー
ル
し
、そ
れ
を
、

新
入
生
も
楽
し
そ
う

に
聞
い
て
く
れ
て
い

ま
し
た
。企
画
し
た
生

徒
会
と
し
て
も
嬉
し

く
思
い
ま
し
た
。 

フ
リ
ー
ト
ー
ク 

～
と
あ
る
生
徒
会
の
日
常
～ 

 

今
年
の
桜
は
例
年
よ
り
長
く
咲
い
て
い

ま
す
が
、
こ
の
桜
と
秋
の
菊
が
、
日
本
の
国

花
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ど
ち

ら
も
日
本
を
象
徴
し
、
日
本
人
に
愛
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
が
理
由
で
、
「
桜
と
菊
を
日

本
の
国
花
と
す
る
」
と
い
う
決
ま
り
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
そ
う
で
す
。 

で
は
、
桜
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
日
本
人
に
愛

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
奈
良
時
代
に

編
ま
れ
た
「
万
葉
集
」
に
は
、
梅
に
つ
い
て

詠
ま
れ
た
歌
が
百
十
首
も
収
め
ら
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
桜
の
歌
は
四
十
三
首
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
編
ま
れ

た
「
古
今
和
歌
集
」
を
見
る
と
、
桜
の
歌
は

七
十
四
首
、
梅
の
歌
は
二
十
六
首
と
、
数
が

逆
転
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
桜
が
春
の
花
と
な

っ
た
の
は
、
平
安
時
代
ご
ろ
か
ら
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。 

 

二
週
間
後
に
は
「
令
和
」
と
い
う
時
代
が

始
ま
り
ま
す
が
、
新
元
号
「
令
和
」
は
「
万

葉
集
」
の
梅
花
の
歌
か
ら
名
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。「
令
」
は
「
美
し
い
」、「
和
」
は
「
和

や
か
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。 

そ
の
美
し
く
和
や
か
な
時
代
で
は
、
「
平

成
」
に
成．
し
得
な
か
っ
た
こ
と
に
挑
戦
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
(

中
学
書
記 

樋
口) 

 
 

七
号
も
お
楽
し
み
に
！ 
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