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最
近
高
等
科
生
で
も
白
樺
派
や
そ
の

機
関
誌
で
あ
っ
た
「
白
樺
」
の
こ
と
を

知
る
人
が
少
数
派
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
白
樺
」
と
い
う

雑
誌
は
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）

四
月
に
創
刊
号
が
出
版
さ
れ
る
の
で
、

今
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
の

雑
誌
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
終

巻
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
八
月

号
で
、
十
三
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
の
は

全
部
で
百
六
十
冊
で
す
。 

当
時
中
・
高
等
科
の
生
徒
の
中
に
は
、

い
わ
ゆ
る
学
習
院
的
な
雰
囲
気
に
違
和

感
を
持
ち
そ
の
気
風
に
反
発
す
る
人
が

い
た
よ
う
で
、
気
の
合
っ
た
者
同
士
で

学
年
や
年
齢
を
超
え
て
グ
ル
ー
プ
を
つ

く
り
、
今
も
続
く
「
輔
仁
会
雑
誌
」
に

様
々
な
作
品
を
発
表
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
後
年
自
分
た
ち
の
独
自
の
発
表
の

場
と
し
て
前
述
の
「
白
樺
」
創
刊
に
至

り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
有
島
武
郎
・
志
賀

直
哉
・
武
者
小
路
実
篤
・
里
見
弴
（
さ

と
み 

と
ん
）
・
児
島
喜
久
雄
・
柳
宗
悦

（
叔
父
さ
ん
は
講
道
館
の
創
設
者
、
加

納
治
五
郎
で
す
）
、
木
下
利
玄
、
長
与
善

郎
等
、
多
く
の
才
能
あ
ふ
れ
る
人
々
が

輩
出
し
、
そ
の
影
響
は
当
時
の
日
本
人

の
も
の
の
考
え
方
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
ま
し
た
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、

小
説
の
神
様
と
称
え
ら
れ
た
志
賀
直
哉

の
作
品
は
そ
の
後
の
た
く
さ
ん
の
作
家

に
影
響
を
与
え
ま
し
た
が
、
あ
る
著
名

な
作
家
は
自
身
の
文
学
修
業
は
志
賀
直

哉
の
作
品
を
ひ
た
す
ら
原
稿
用
紙
に
書

き
写
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
告
白
し
て
い

ま
す
。 

雑
誌
「
白
樺
」
が
世
に
出
た
頃
は
、

文
芸
の
世
界
で
は
自
然
主
義
文
学
が
全

盛
を
迎
え
て
い
ま
し
た
が
、
白
樺
派
の

人
々
は
世
の
中
の
風
潮
に
振
り
回
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
「
自
分
は
自
分
」
と
い
う

強
烈
な
個
性
で
安
易
な
妥
協
を
許
さ
ず
、

個
性
を
徹
底
的
に
生
か
し
き
っ
た
結
果

と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
一
流
の
人
と
認
め

ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
仲
間
同

士
で
は
相
手
を
認
め
合
い
終
生
と
て
も

仲
が
良
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
こ
う
し

た
付
き
合
い
は
彼
ら
が
若
き
日
に
違
和

感
を
抱
い
た
学
習
院
の
持
つ
特
徴
の
よ

う
に
思
わ
れ
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

ち
な
み
に
ロ
ダ
ン
・
セ
ザ
ン
ヌ
・
ゴ
ッ

ホ
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
な
ど
の
価
値
を
い
ち

早
く
認
め
、
そ
れ
を
日
本
に
紹
介
し
た

の
も
白
樺
派
の
人
た
ち
で
し
た
。 

 

さ
て
今
年
の
鳳
櫻
祭
で
高
等
科
図
書

委
員
会
は
、
学
習
院
中
・
高
等
科
が
所

蔵
す
る
白
樺
派
の
貴
重
書
を
来
場
者
に

展
観
し
、
合
わ
せ
て
復
刻
さ
れ
た
雑
誌

「
白
樺
」
の
一
部
を
も
展
示
し
て
多
く

の
中
・
高
等
科
生
、
そ
の
ご
父
母
、
一

般
の
入
場
者
の
方
に
白
樺
派
に
つ
い
て

知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
企
画
を
練
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
た
め
に
白
樺

派
に
関
係
す
る
場
所
の
あ
ち
こ
ち
に
取

材
に
出
か
け
、
そ
の
探
訪
記
も
発
表
さ

れ
る
と
の
こ
と
で
す
。
高
等
科
を
多
く

の
方
に
知
っ
て
も
ら
え
る
好
機
と
な
れ

ば
、
き
っ
と
白
樺
派
の
諸
先
輩
も
喜
ん

で
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る

と
こ
ろ
大
で
す
。 

             
➔

白
樺
派
の
メ
ン
バ
ー
（
右
上
：
柳

兼
子
。
左
上
：
柳
宗
悦
。
右
下
：
バ
ー

ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
。
中
央
：
武
者
小
路

実
篤
。
左
下
：
志
賀
直
哉
） 

（
白
樺
文
学
館
Ｈ
Ｐ
よ
り
） 

 
 

今
回
は
、
今
年
か
ら
新
し
く
図
書
主

任
と
な
っ
た
飯
島
先
生
に
一
面
を
飾
っ

て
頂
き
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
今
回
の
『
読
書
の
四
季
』
で

は
、
鳳
櫻
祭
に
白
樺
派
に
つ
い
て
発
表

す
る
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
に
起
こ
っ

た
文
学
思
想
の
一
部
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。
そ
の
他
様
々
な
記
事
を
用
意
し
ま

し
た
の
で
、
最
後
ま
で
お
付
き
合
い
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 
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〜
書
評
〜 

今
回
の
書
評
は
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上

一
人
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

ぴ
く
に
っ
く
の
す
す
め 

 
 
 
 
 
 

３
年
Ｂ
組 

島
津
忠
由 

 

高
等
科
一
年
生
の
皆
さ
ん
は
一
学
期

も
終
わ
り
高
等
科
に
慣
れ
て
き
た
で
し

ょ
う
か
。
二
年
生
は
夏
休
み
を
前
に
心

躍
り
、
三
年
生
は
卒
業
が
ど
ん
ど
ん
近

付
い
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
そ
ん
な
み
な
さ
ん
に
お
勧
め

す
る
本
は
、
恩
田
陸
『
夜
の
ピ
ク
ニ
ッ

ク
』
で
す
。 

 

「
な
ん
だ
よ
〜
あ
の
中
二
小
説
か
よ

〜
」
と
か
、
「
も
う
読
ん
だ
よ
〜
」
と
い

う
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
が
、
こ

の
手
垢
の
つ
い
た
、
紹
介
さ
れ
つ
く
し

た
小
説
を
あ
え
て
勧
め
る
わ
け
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
後
で
話
す
と
し
ま
し
ょ

う
。 

 

こ
の
作
品
は
、
読
ん
だ
こ
と
が
な
い

人
に
は
も
ち
ろ
ん
読
ん
で
ほ
し
い
の
で

す
が
、
昔
読
ん
で
本
棚
の
片
隅
に
置
い

て
あ
る
人
に
も
も
う
一
度
、
読
ん
で
ほ

し
い
の
で
す
。 

 
 

 

  

読
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
や
忘
れ
て
し

ま
っ
た
人
に
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

主
人
公
甲
田
貴
子
の
通
う
学
校
に
は

夜
を
徹
し
て
八
十
キ
ロ
歩
き
と
お
す
と

い
う
伝
統
行
事
「
歩
行
祭
」
が
あ
っ
た
。

高
校
卒
業
を
間
近
に
、
彼
女
は
三
年
間

誰
に
も
言
え
な
か
っ
た
秘
密
を
清
算
す

る
た
め
に
ひ
そ
か
な
誓
い
を
胸
に
抱
い

て
歩
行
祭
に
参
加
す
る
の
で
あ
っ
た
―

行
事
の
中
で
、
彼
ら
の
思
い
出
や
夢
な

ど
が
語
ら
れ
る
の
と
並
行
し
て
、
彼
女

の
胸
に
秘
め
た
秘
密
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
く
―
永
遠
の
青
春
小
説
で
あ
る
。 

 
             

さ
て
、
『
ド
ミ
ノ
』
や
『
ネ
バ
ー
ラ
ン

ド
』
な
ど
独
特
な
作
品
を
残
す
恩
田
作

品
の
な
か
で
も
、
異
色
な
の
が
こ
の
作

品
。
こ
ん
な
に
も
さ
わ
や
か
な
感
動
的

な
小
説
は
他
に
類
を
み
ま
せ
ん
。
高
校

生
の
リ
ア
ル
な
感
情
を
ベ
ー
ス
に
、
心

地
よ
く
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
ん
で
い
く
の

で
す
。 

主
人
公
の
貴
子
や
そ
の
友
人
か
ら
語

ら
れ
る
思
い
は
私
た
ち
高
等
科
生
の
そ

れ
と
同
じ
で
す
。 

こ
ん
な
セ
リ
フ
が
あ
り
ま
し
た
。 

「
―
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
高
校
生
や
っ
と

く
ん
だ
っ
た
な
」
「
損
し
た
。
青
春
し
と

け
ば
よ
か
っ
た
」
行
事
と
い
う
非
日
常

の
中
で
語
ら
れ
る
高
校
生
た
ち
の
思
い

は
、
気
恥
ず
か
し
く
、
そ
こ
が
中
二
的

と
言
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
心
の
奥
で

感
じ
て
い
る
け
れ
ど
恥
ず
か
し
く
て
口

に
は
出
せ
な
い
思
い
な
の
で
す
。 

 
 

先
ほ
ど
か
ら
、
「
も
う
一
度
読
ん
で

ほ
し
い
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
主
人
公
と
同
じ

年
に
な
っ
た
高
校
生
の
今
、
も
う
一
度

読
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

自
分
の
将
来
を
見
つ
め
な
く
て
は
い

け
な
く
て
、
先
し
か
見
な
い
で
生
き
急

い
で
し
ま
う
高
校
時
代
。
で
も
、
た
っ

た
三
年
間
だ
け
ど
、
人
生
に
お
い
て
非

常
に
ウ
エ
イ
ト
の
大
き
い
三
年
間
。
そ

ん
な
高
校
生
活
を
、
足
元
を
見
つ
め
ず

に
突
っ
走
っ
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い

な
い
。
た
ま
に
は
自
分
の
隣
に
い
る
友

人
と
、
語
り
合
っ
て
み
る
。
そ
ん
な
時

間
の
貴
重
さ
を
、
卒
業
し
て
か
ら
気
づ

く
前
に
、
こ
の
作
品
で
、
感
じ
て
ほ
し

い
の
で
す
。 

 

ク
ラ
ス
が
変
わ
っ
て
夏
休
み
。
そ
の

前
に
、
『
夜
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
』
を
読
ん
で
、

高
等
科
生
活
を
も
っ
と
楽
し
む
の
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。 

        

『
夜
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
』 

恩
田
陸 

著 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
潮
社
出
版 

 

   

『
夜
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
』
は
図
書
室
で
も

貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
興
味
が
あ
る
方

は
是
非
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 
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