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校
長
が
児
童
生
徒
に
話
す
行
為
も
教
育
活
動
の
一
部
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
校
長
講
話
を
中
心
に
、
児
童
生
徒
に
対
し
て
行
っ
た
話
の

記
録
を
ま
と
め
、
教
育
活
動
の
一
部
と
し
て
特
に
国
語
教
育
の
観
点

か
ら
若
干
の
考
察
を
行
う
。

　

記
録
の
対
象
と
し
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
か
ら
二
〇
一
四
年

三
月
ま
で
の
三
年
間
、
岡
山
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
に
お
け
る

講
話
の
類
と
、
二
〇
一
六
年
四
月
か
ら
二
〇
一
九
年
三
月
ま
で
の
三

年
間
、岡
山
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
に
お
け
る
講
話
の
類
で
あ
る
。

一
．
附
属
中
学
校
に
お
け
る
講
話

　

ま
ず
、
附
属
中
学
校
に
お
け
る
講
話
の
類
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
原
則
、
月
に
一
回
木
曜
日
に
講
話
の
機
会
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

二
〇
一
一
年
度

１
．
出
会
い
を
大
切
に
（
五
月
）

２
．
生
徒
総
会
で
の
挨
拶
（
六
月
）

３
．
読
む
力
―「
大
き
な
か
ぶ
」（
六
月
）

４
．
か
な
の
話
―
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
で
す
が
…
―（
九
月
）

５
．
新
井
白
石
の
米
び
つ
の
話
（
十
月
）

６
．
国
が
違
え
ば
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
も
違
う
？ 

中
国
の
教
育
課

程
と
教
科
書
（
十
一
月
）

７
．
本
の
紹
介
―『
ニ
ッ
ポ
ン
に
は
対
話
が
な
い
』（
十
二
月
）

８
．
校
長
と
私
（
一
月
）

９
．「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」・「
一
期
一
会
」（
二
月
）

二
〇
一
二
年
度

１
．
こ
の
詩
を
ど
う
読
む
か
（
五
月
）

２
．
大
人
に
な
る
た
め
の
学
校
（
六
月
生
徒
総
会
）

３
．「
自
律
」
を
考
え
る
（
七
月
夏
休
み
前
）

４
．
三
つ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
や
く
み
つ
る
の
『
解
り
そ
う
で
解

ら
な
い
間
違
え
や
す
い
漢
字
問
題
』
よ
り
（
九
月
） 

５
．
一
生
を
か
け
て
創
り
残
す
も
の
（
一
〇
月
前
期
修
了
式
）

６
．オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
の
話（
十
二
月
）

７
．
中
学
生
男
子
の
特
徴
を
あ
な
た
な
ら
ど
う
表
現
し
ま
す
か
？

（
見
方
の
詩
教
育
）（
一
月
）

８
．
わ
か
っ
て
も
ら
う
と
言
う
こ
と
（
二
月
）

附
属
小
・
中
学
校
に
お
け
る
校
長
講
話
の
記
録

田　

中　

智　

生
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観
察
す
る
目
、
自
分
の
内
面
を
見
る
目
、
将
来
を
見
る
目
、
こ
れ
ま

で
の
過
去
を
見
る
目
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
俯
瞰
す
る
目
の
五
つ
で

あ
る
。
五
つ
の
目
を
持
っ
て
、
人
と
関
わ
っ
て
こ
そ
自
分
が
存
在
す

る
。
関
わ
る
人
は
、
必
ず
し
も
心
地
よ
い
関
係
の
人
ば
か
り
で
は
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
変
わ
る
可
能
性
も
開
け
、
そ
れ
を
成
長

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
は
、
自
身
の
研
究
と
の
関
わ
り
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、

「
多
角
的
に
、
重
層
的
に
捉
え
る
」
と
い
う
観
点
も
、
そ
の
意
味
で

国
語
教
育
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
よ
り
個
別
的
に
は
、
二
〇

一
一
年
度
の
「
読
む
力
―『
大
き
な
か
ぶ
』」、「
か
な
の
話
―
よ
く
知

っ
て
い
る
は
ず
で
す
が
…
―
」、「
国
が
違
え
ば
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
も

違
う
？ 

中
国
の
教
育
課
程
と
教
科
書
」、「
本
の
紹
介
―『
ニ
ッ
ポ
ン

に
は
対
話
が
な
い
』」、「『
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
』・『
一
期
一

会
』」、
二
〇
一
二
年
度
の
「
こ
の
詩
を
ど
う
読
む
か
」、「
中
学
生
男

子
の
特
徴
を
あ
な
た
な
ら
ど
う
表
現
し
ま
す
か
？（
見
方
の
詩
教

育
）」、
二
〇
一
三
年
度
の
「
ち
い
さ
い　

お
お
き
い
」、「『
正
し
い
』

文
字
書
い
て
い
ま
す
か
？
」、「
共
に
生
き
る
社
会
の
一
員
」
な
ど
が
、

国
語
教
育
の
内
容
で
あ
る
。

　

最
初
の
年
に
し
た
「
読
む
力
―『
大
き
な
か
ぶ
』」
は
、
次
の
よ
う

な
内
容
だ
っ
た
。

　

今
日
は
「
校
長
講
話
」
と
い
う
形
の
２
回
目
で
す
の
で
、
私
の
専

門
の
「
国
語
教
育
」
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
一
三
年
度

１
．
挨
拶
（
五
月
）

２
．「
ち
い
さ
い　

お
お
き
い
」（
六
月
）

３
．
自
分
を
大
切
に
―
学
生
時
代
の
モ
ッ
ト
―（
七
月
）

４
．「
正
し
い
」
文
字
書
い
て
い
ま
す
か
？（
九
月
）

５
．「
今
日
か
ら
新
し
い
週
が
始
ま
り
ま
す
」（
一
〇
月
）

６
．
共
に
生
き
る
社
会
の
一
員
（
一
二
月
）

７
．
ゲ
ー
テ
の｢

銀
杏
の
葉｣
（
一
月
）

８
．「
日
本
国
憲
法
」（
二
月
）

　

講
話
集
と
し
て
ま
と
め
た
と
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

校
長
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
、
生
徒
に
何
を
伝
え
た
い
の
か
、

伝
え
る
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
か
を
自
分
に
問
う
た
。
校
長

講
話
が
、
大
学
の
教
員
と
し
て
の
専
門
の
内
容
を
伝
え
る
場
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
て
、
次
の
二
つ
を
柱
に
し
よ
う

と
し
た
。

〇
物
事
を
、
多
角
的
に
、
重
層
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。

〇
大
人
に
な
る
た
め
の
学
校
と
し
て
、
社
会
の
一
員
と
し
て
考
え

て
ほ
し
い
話
題
を
提
供
す
る
こ
と
。

　

こ
こ
に
収
め
た
も
の
以
外
に
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
場
で
も
一
貫
し

て
こ
の
趣
旨
を
通
し
た
つ
も
り
で
い
る
。
こ
こ
に
は
収
め
て
い
な
い

が
、「
五
つ
の
目
」
と
い
う
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
周
り
を
よ
く
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に
小
さ
く
て
、
ひ
と
つ
ま
み
で
十
粒
く
ら
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
、
か
ぶ
の
種
は
「
ま
く
」
の
方
が
事
実
に

即
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
大
根
は
、
一
粒
ず
つ
穴

の
中
に
植
え
て
い
く
の
で
、
植
え
ま
し
た
に
な
り
ま
す
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
か
ぶ
の
種
を
「
植
え
ま
し
た
」
の
ほ
う
が
い
い
と
思
う
の

で
す
。

　

少
し
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
お
話
ロ
シ
ア

民
話
で
し
た
。
そ
し
て
、
登
場
人
物
を
確
認
す
る
と
、
お
じ
い
さ
ん
、

お
ば
あ
さ
ん
、
孫
娘
、
犬
、
猫
、
ネ
ズ
ミ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
難
し

く
言
う
と
、
物
語
を
読
む
と
き
の
、
基
本
、
ス
ト
ー
リ
ー
駆
動
の
発

動
で
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
駆
動
の
基
本
は
、
登
場
人
物
、
事
件
、
事
件

の
前
後
で
の
変
化
で
す
。
そ
の
う
ち
の
登
場
人
物
に
注
目
す
る
と
、

ア
レ
ッ
と
気
づ
き
ま
す
か
？　

お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
出
て
こ
な

い
の
で
す
。
こ
の
お
話
に
描
か
れ
て
い
る
ロ
シ
ア
の
時
代
、
特
定
は

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
、
主
た
る
働
き
手
は
、
国
の
農
園

な
ど
に
か
り
出
さ
れ
て
い
て
、
残
さ
れ
た
お
年
寄
り
と
子
供
で
、
生

計
を
担
っ
て
い
た
時
代
で
し
ょ
う
。
当
然
生
活
も
裕
福
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
う
考
え
る
と
、
お
じ
い
さ
ん
が
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
つ
ま
む

の
が
や
っ
と
な
く
ら
い
小
さ
な
か
ぶ
の
種
も
、
一
粒
ず
つ
丁
寧
に
植

え
る
。
当
然
大
事
に
大
事
に
育
て
る
。
だ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
命
の

糧
で
す
か
ら
。
収
穫
の
時
に
大
変
だ
っ
た
ら
、
お
ば
あ
さ
ん
や
孫
娘

だ
け
で
な
い
、
犬
や
猫
や
、
ネ
ズ
ミ
だ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
命
の
糧

で
す
か
ら
、
他
人
事
で
な
く
力
を
合
わ
せ
る
。・
・
・

　
「
大
き
な
か
ぶ
」
と
い
う
お
話
覚
え
て
い
ま
す
か
？　

現
在
の
日

本
の
小
学
生
は
、
ど
の
教
科
書
を
使
っ
て
い
る
地
域
で
も
、
小
学
一

年
生
で
採
用
さ
れ
て
い
る
国
語
教
材
で
す
。
実
は
、
ど
の
教
科
書
を

使
っ
て
い
て
も
習
う
文
章
と
い
う
の
は
、
非
常
に
少
な
い
の
で
す
。

時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
は
あ
り
ま
す
が
、「
大
き
な
か
ぶ
」以
外
に
は
、

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」、
そ
し
て
中
学
で
出
て

く
る
魯
迅
の
「
故
郷
」
位
で
す
ね
。「
大
き
な
か
ぶ
」
が
ロ
シ
ア
民

話
の
翻
訳
、「
故
郷
」
が
中
国
文
学
の
翻
訳
で
す
か
ら
、
誰
も
が
知

っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
国
民
的
国
語
教
材
の
半
分
以
上
が
外
国

文
学
だ
と
い
う
皮
肉
な
状
況
で
す
。

　

さ
て
、「
大
き
な
か
ぶ
」
で
す
が
、
お
手
元
に
本
文
を
お
配
り
し

ま
し
た
。
翻
訳
作
品
で
す
か
ら
、
訳
者
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
、
冒
頭
の
「
お
じ
い
さ
ん
が
種
を
ま
き
ま
し
た
」
の
と
こ

ろ
、
一
方
は
、「
種
を
植
え
ま
し
た
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
話
は

ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん
が
持
っ
て
い
る
お
話
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
考
え
て
、
ど
ち
ら
の
訳
の
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
か
？

　

小
学
校
一
年
生
の
教
材
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
が
い
い
か
を
決
め
る

の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
私
は
、
作
品
と
し
て
は
「
種
を
植
え
ま
し

た
」
の
方
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
か
ぶ
の
種
を
ご
存
じ

で
す
か
？　

こ
れ
を
知
ら
な
い
と
ど
ち
ら
が
い
い
か
判
断
で
き
な
い

の
で
す
が
、
と
っ
て
も
小
さ
い
ん
で
す
ね
。
よ
く
似
て
い
る
大
根
や

小
さ
い
二
十
日
大
根
（
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
）
の
種
は
、
一
粒
ず
つ
指
で

摘
め
る
大
き
さ
で
す
。
し
か
し
、
か
ぶ
の
種
は
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
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翌
年
に
は
、「
こ
の
詩
を
ど
う
読
む
か
」
と
し
て
石
垣
り
ん
の
「
挨

拶
」
を
取
り
上
げ
た
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

今
日
は
、
昨
年
六
月
に
し
た
小
学
校
一
年
教
材
「
大
き
な
か
ぶ
」

に
続
く
、
中
学
生
の
文
学
形
象
を
読
む
力
に
つ
い
て
の
話
で
す
。

　

同
じ
作
品
で
も
、
ど
う
い
う
側
面
に
目
を
向
け
る
か
で
読
み
取
る

こ
と
が
が
ら
り
と
変
わ
る
．
小
学
校
で
学
ん
で
き
た
読
み
方
が
、
情

報
駆
動
や
ス
ト
ー
リ
ー
駆
動
を
中
心
と
す
る
と
、
中
学
校
で
は
、
そ

の
上
に
要
点
駆
動
の
反
応
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
趣
旨

の
話
で
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
要
点
駆
動
を
使
わ
な
い
と
読
み
取
り

が
難
し
い
特
殊
な
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。
石
垣
り
ん
さ
ん
の｢

挨
拶｣

と
い
う
詩
で
す
。

　
（
作
品
省
略
）

　

さ
て
、
こ
の
詩
、
好
き
か
嫌
い
か
は
別
に
し
て
、
作
者
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
。
そ
の
確
認
の
一
つ
と

し
て
、
題
名
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
キ
ャ
ッ
チ
で
き
ま
し
た
か
？　

実
は
私
は
最
初
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
調
べ
て
い
く
と
、
次

の
よ
う
な
作
者
の
書
い
た
文
章
に
出
会
い
ま
し
た
。

　

勤
め
先
の
職
員
組
合
書
記
局
に
呼
ば
れ
、
明
日
は
広
島
に
原
子
爆

弾
が
投
下
さ
れ
た
八
月
六
日
で
あ
る
。
朝
、
皆
が
出
勤
し
て
き
て
一

列
に
並
ん
だ
出
勤
簿
に
銘
々
判
を
捺
す
、
そ
の
台
の
真
上
に
は
る
壁

新
聞
に
、
原
爆
被
災
の
写
真
を
出
す
か
ら
、
写
真
に
添
え
る
詩
を
今

す
ぐ
こ
こ
で
書
い
て
も
ら
い
た
い
。
と
言
わ
れ
、
営
業
時
間
中
、
一

　

小
学
校
の
時
に
は
、
小
さ
な
力
で
も
協
力
す
れ
ば
大
き
な
仕
事
を

成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
に
近
い
学
び
を
し
た
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
協
力
は
、
実
は
、
巨
大
な
力
に
虐
待
さ
れ
て
い
る
民

衆
の
、
生
存
を
か
け
た
抜
き
差
し
な
ら
な
い
協
力
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
れ
が
民
話
と
い
う
形
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
構

造
が
変
化
し
て
い
っ
て
も
、
生
存
を
守
る
た
め
の
協
力
の
大
事
さ
を

伝
え
て
い
こ
う
と
し
た
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？　

民
族
に
と
っ
て
大
事
な
内
容
で
あ
る
だ
け
に
、
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
耳
を
通
し
て
喜
ん
で
聞
き
、
体
に
し
み
こ
ま
せ
、

や
が
て
、
成
人
し
て
、
込
め
ら
れ
た
意
味
を
引
き
継
い
で
い
く
と
い

う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
う
ん
と

こ
し
ょ
、
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
の
繰
り
返
し
や
、
一
人
ず
つ
増
え
て
い

く
協
力
者
の
繰
り
返
し
な
ど
、
小
さ
な
子
に
も
お
も
し
ろ
い
と
感
じ

さ
せ
る
仕
掛
け
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
仕
掛
け
も
、
訳
者
が
違
う
と

日
本
語
へ
の
変
換
の
仕
方
も
異
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
中
学
生
と

し
て
の
読
み
の
面
白
さ
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
い
う
部
分
へ
の
反
応
が
、
要
点
駆
動
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で

す
。
ス
ト
ー
リ
ー
駆
動
か
ら
要
点
駆
動
へ
、
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
反
応

と
し
て
表
現
駆
動
が
欠
か
せ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
読
み
の
能
力
の

発
達
、
た
だ
難
し
い
も
の
を
読
む
よ
う
に
な
る
だ
け
で
は
な
い
。
同

じ
も
の
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
読
む

こ
と
を
勉
強
す
る
意
味
が
あ
る
と
い
う
お
話
で
し
た
。
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の
意
図
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
文
学
作
品
の
受
容
に
は
、
テ

キ
ス
ト
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
（
意
味
）
を
読
者
と
し
て
再
構

成
す
る
こ
と
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
、
作
者
が
そ
う
い
う
世
界

を
読
者
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
意
図
に
対
し
て
、
読
者
と
し
て
反
応

（
評
価
）
し
て
い
く
こ
と
で
、
作
者
と
作
品
を
通
し
て
交
流
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
の
が
中
学
生
と
し
て
獲
得
す
る
読
み
方
で
す
。
こ

の
詩
の
場
合
、
石
垣
り
ん
さ
ん
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
発
表
の
仕

方
が
特
殊
で
、
そ
れ
だ
け
に
、『
ユ
ー
モ
ア
の
鎖
国
』
の
よ
う
な
情

報
が
な
い
と
、
作
品
世
界
の
再
構
成
自
体
が
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な

場
合
に
は
、『
ユ
ー
モ
ア
の
鎖
国
』
の
よ
う
な
情
報
を
探
そ
う
と
す

る
こ
と
も
、
読
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
後
、
見
方
の
詩
教
育
の
読
み
方
を
取
り
上
げ
、
山
之
口
貘
の

「
喪
の
あ
る
景
色
」、
香
山
美
子
の
「
ち
い
さ
い
、
お
お
き
い
」
を

取
り
上
げ
て
読
み
方
に
関
す
る
話
を
し
た
。

二
．
附
属
小
学
校
に
お
け
る
講
話

　

附
属
小
学
校
に
お
け
る
講
話
の
類
は
、
月
曜
の
朝
に
行
わ
れ
た
朝

礼
と
各
種
式
の
時
の
挨
拶
が
そ
れ
に
当
た
る
。
い
ず
れ
も
五
分
前
後

の
短
い
も
の
で
、
朝
礼
は
原
則
モ
ニ
タ
ー
を
通
し
て
の
放
送
で
行
わ

れ
た
。
各
種
式
の
挨
拶
は
、
式
の
目
的
や
心
構
え
等
に
つ
い
て
話
す

こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
う
で
は
な
い
話
題
の
も
の
の
み
を
示
し
た
。

時
間
位
で
書
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。（
詩｢

挨
拶｣

―
省
略
）

　

題
名
は
、
友
だ
ち
に｢

オ
ハ
ヨ
ウ｣

と
呼
び
か
け
る
か
わ
り
の
詩
、

と
い
う
意
味
で｢

挨
拶｣

と
し
ま
し
た
。

　

あ
れ
は
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
、
原
爆
被
災
者
の
写
真
を
発
表
し
て
よ

ろ
し
い
、
と
言
わ
れ
た
年
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
は
じ
め
て

目
に
す
る
写
真
を
手
に
、
す
ぐ
詩
を
書
け
と
言
う
執
行
部
の
人
も
、

頼
ま
れ
た
者
も
、
非
常
な
衝
撃
を
受
け
て
い
て
、
叩
か
れ
て
ネ
を
あ

げ
る
よ
う
な
思
い
で
、
私
は
求
め
に
応
じ
た
。（
中
略
）

　

翌
朝
、
縦
の
幅
一
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
の
壁
面
い
っ
ぱ
い
の
白
紙

に
筆
で
大
き
く
書
い
て
は
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
皆
と
一
緒
に
勤
め
先

の
入
り
口
を
は
い
っ
た
私
は
、
高
い
所
か
ら
自
作
の
詩
が
ア
イ
サ
ツ

し
て
い
る
の
に
た
ま
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
何
よ
り
も
、
詩
が
こ
う

い
う
発
表
形
式
で
隣
人
に
読
ま
れ
る
、
と
い
う
驚
き
で
し
た
。（『
ユ

ー
モ
ア
の
鎖
国
』
北
洋
社
、
一
九
七
三
年
か
ら
）

　

そ
れ
で
、
よ
う
や
く
納
得
で
き
ま
し
た
。
で
も
、
こ
こ
ま
で
は
ス

ト
ー
リ
ー
駆
動
の
読
み
方
で
す
。
職
場
の
人
に
呼
び
か
け
る
つ
も
り

で
書
い
た
詩
を
、
一
九
五
九
年
に
は
、
個
人
詩
集
『
私
の
前
に
あ
る

鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』
に
掲
載
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
読
者
は
一
九
五
二
年
八
月
六
日
の
職
場
の
同
僚
か
ら
、
私
た
ち

を
含
め
、
時
間
と
場
所
を
限
定
し
な
い
一
般
読
者
に
な
っ
た
わ
け
で

す
。

　

こ
の
詩
が
一
般
読
者
に
向
け
て
発
表
さ
れ
る
と
き
に
は
、
題
を
変

え
る
こ
と
も
で
き
た
の
に
、
そ
の
ま
ま
の
題
を
残
し
た
。
そ
の
作
者
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22
．
朝
礼
（
中
庭
）
㉑
12
月
５
日　

陰
暦

23
．
朝
礼
㉒
12
月
12
日　

霜
柱

24
．
朝
礼
㉓
12
月
19
日　

お
せ
ち
料
理

25
．
三
学
期
始
業
式
挨
拶
１
月
10
日　

正
の
字
源

26
．
朝
礼
㉔
１
月
16
日　

漢
字
の
成
り
立
ち

27
．
朝
礼
㉕
１
月
23
日　

右
と
左

28
．
朝
礼
㉖
１
月
30
日　

文
房
四
宝

29
．
朝
礼
（
中
庭
）
㉗
２
月
６
日　

目
の
体
操

30
．
朝
礼
㉘
２
月
20
日　

き
の
ゆ
り
さ
ん
の
詩

　

31
．
朝
礼
㉙
３
月
13
日　

神
崎
梅
園

二
〇
一
七
年
度

１
．
一
学
期
始
業
式
挨
拶
：
４
月
６
日

２
．
朝
礼
①
４
月
17
日　

し
い
た
け
の
話

３
．
朝
礼
②
５
月
１
日　

五
七
五
「
春
・
始
め
る
」
優
秀
作
品
講

評
４
．
朝
礼
③
５
月
８
日　

玉
井
宮
で
の
発
見
（
中
庭
朝
礼
）

５
．
朝
礼
④
５
月
15
日　

特
別
な
漢
数
字
の
読
み
方

６
．
朝
礼
⑤
５
月
22
日　

上
を
向
い
て
歩
こ
う

７
．
朝
礼
⑥
５
月
29
日 

ど
こ
を
食
べ
て
い
る
の
か
な

８
．
朝
礼
⑦
６
月
５
日　
（
原
稿
不
在
）

９
．
朝
礼
⑧
６
月
19
日
人
類
の
進
化

10
．
朝
礼
⑨
７
月
３
日　

五
七
五
「
思
い
や
り
・
小
さ
な
命
」
優

秀
作
品
講
評

二
〇
一
六
年
度

１
．
始
業
式
挨
拶
：
４
月
７
日　

桧
原
桜
、
現
代
の
和
歌

２
．
朝
礼
①
４
月
11
日　

三
つ
の
挑
戦　

二
～
六
年
対
象

３
．
朝
礼
②
４
月
18
日　
「
あ
」
の
話

４
．
朝
礼
③
４
月
25
日　

春
を
感
じ
る
野
菜

５
．
朝
礼
④
５
月
９
日　

ゼ
ニ
ゴ
ケ

６
．
朝
礼
⑤
５
月
16
日　

物
事
を
見
る
目
を
鍛
え
る

７
．
朝
礼
⑥
５
月
23
日　

五
十
音
図
の
話

８
．
朝
礼
⑦
５
月
30
日　

狛
犬
の
話

９
．
朝
礼
⑧
６
月
６
日
（
中
庭
実
施
初
回
）　

校
歌
の
話

10
．
朝
礼
⑨
６
月
20
日　

ジ
ャ
ガ
イ
モ

11
．
朝
礼
⑩
６
月
13
日　

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

12
．
朝
礼
⑪
７
月
11
日　

市
村
ア
イ
デ
ア
賞

13
．
朝
礼
⑬
９
月
５
日
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
改
め
ソ
テ
ツ
の
話

14
．
朝
礼
（
運
動
場
）
⑫
９
月
12
日　

お
月
様
の
呼
び
方

15
．
朝
礼
⑭
10
月
３
日
「
夏
休
み
の
思
い
出
」
川
柳
講
評　

16
．
朝
礼
⑮
10
月
17
日　

秋
だ
な
あ

17
．
朝
礼
⑯
10
月
31
日　

枕
草
子
の
秋

18
．
朝
礼
（
中
庭
）
⑰
11
月
７
日　
「
こ
ん
な
と
こ
ろ
・
こ
と
に

見
つ
け
た
秋
」
川
柳
講
評

19
．
朝
礼
⑱
11
月
14
日　

年
齢
に
関
す
る
熟
語

20
．
朝
礼
⑲
11
月
21
日　

ど
ん
ぐ
り
の
話

21
．
朝
礼
⑳
11
月
28
日　

鉛
筆
の
持
ち
方
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７
．
朝
礼
⑥
５
月
28
日　

難
し
い
漢
字
に
挑
戦

８
．
朝
礼
⑦
６
月
４
日　

one for all all for one

９
．
朝
礼
⑧
６
月
18
日　

大
阪
の
地
震
と
避
難
訓
練

10
．
朝
礼
⑨
６
月
25
日　

大
人
に
な
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？ 

11
．
朝
礼
⑩
７
月
２
日　
「
ち
ょ
う
ど
い
い
」

12
．
朝
礼
⑪
９
月
10
日　
「
エ
ア
コ
ン
利
用
」

13
．
朝
礼
⑫
10
月
１
日　

春
夏
秋
冬

14
．
朝
礼
⑬
10
月
15
日　

漂
流
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み

15
．
朝
礼
⑭
10
月
29
日　

に
お
い
と
か
お
り

16
．
朝
礼
⑮
11
月
12
日　

便
利
さ
は
何
の
た
め

17
．
朝
礼
⑯
11
月
19
日　

一
年
生
の
詩　

書
く
と
い
う
こ
と

18
．
朝
礼
⑰
11
月
26
日
「
私
の
折
々
の
こ
と
ば
コ
ン
テ
ス
ト
」

19
．
朝
礼
⑱
12
月
３
日　

喪
の
あ
る
風
景　

山
之
口
貘

20
．
朝
礼
⑲
12
月
10
日
歌
詞
の
意
味
を
考
え
る

21
．
朝
礼
⑳
１
月
８
日　

ゆ
ず
り
葉

　

二
年
生
以
上
を
対
象
に
し
た
初
年
度
の
始
業
式
で
は
、
季
節
に
因

ん
だ
桜
の
話
題
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
こ
と
ば
で
交
流
す
る
こ

と
の
力
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。

　

今
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
年
が
上
が
り
、
新
し
い
教
室
で
、
新
し
い

ク
ラ
ス
の
お
友
達
と
つ
く
る
、
新
し
い
学
び
の
一
年
が
始
ま
り
ま
す
。

あ
い
に
く
の
雨
で
す
が
、
校
門
の
桜
も
満
開
で
す
。
春
の
訪
れ
を
知

11
．
朝
礼
⑩
７
月
10
日　

自
助
・
共
助
・
公
助

12
．
二
学
期
始
業
式
挨
：
９
月
１
日　

社
会
の
一
員

13
．
朝
礼
⑪
９
月
４
日　

夏
休
み
明
け
五
七
五
の
募
集

14
．
朝
礼
⑫
10
月
２
日　

神
無
月
・
選
挙
・
ヤ
マ
ボ
ウ
シ

15
．
朝
礼
⑬
10
月
16
日　

五
七
五
優
秀
作
品
講
評 

16
．
朝
礼
⑭
10
月
23
日　

台
風
一
過
、
権
利
と
義
務

17
．
朝
礼
⑮
年
10
月
30
日　

無
名
で
届
け
ら
れ
た
本

18
．
朝
礼
（
中
庭
）
⑯
11
月
６
日　

リ
ン
ゴ
み
た
い
な
ほ
っ
ぺ

19
．
朝
礼
⑰
11
月
13
日　
「
楽
」
の
は
な
し

20
．
朝
礼
⑱
11
月
20
日　

こ
ぶ
と
り
じ
い
さ
ん
の
話

21
．
朝
礼
⑲
11
月
27
日　

詩
「
ち
い
さ
い　

お
お
き
い
」

22
．
朝
礼
（
中
庭
）
⑳
12
月
４
日　

agree to disagree　

18
頁

23
．
朝
礼
㉑
12
月
11
日　

野
菜
が
入
っ
た
こ
と
わ
ざ

24
．
朝
礼
㉒
12
月
18
日　

お
ー
い
お
茶
新
俳
句
大
賞

25
．
朝
礼
㉓
１
月
15
日　

詩
「
は
な
の
の
の
の
は
な
」

26
．
朝
礼
㉔
１
月
22
日　

塩
の
話

二
〇
一
八
年
度

１
．
新
入
生
を
迎
え
る
こ
と
ば
：
４
月
12
日

２
．
朝
礼
①
４
月
16
日　

山
笑
う

３
．
朝
礼
②
４
月
23
日　

花
並
べ

４
．
朝
礼
③
５
月
７
日　

校
歌
の
由
来

５
．
朝
礼
④
５
月
14
日　

五
七
五
表
彰

６
．
朝
礼
⑤
５
月
21
日　

ゼ
ニ
ゴ
ケ
Ⅱ
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こ
と
ば
で
交
流
す
る
こ
と
の
話
は
、
九
月
以
降
、
五
七
五
（
俳
句
）

の
兼
題
に
よ
る
投
句
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
兼

題
ご
と
に
、
優
秀
作
を
選
び
講
評
を
加
え
て
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
京
都
教
育
大
学
の
植
山
俊
宏
先
生
に
、
三
年
生
の
俳
句
の
指
導

に
来
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
大
き
な
力
に
な
っ
た
。
強
制
し
な
い
こ

と
を
旨
と
し
て
い
た
の
で
、
投
句
の
数
は
一
〇
〇
を
超
え
る
こ
と
は

少
な
か
っ
た
が
、
三
年
の
任
期
が
終
わ
る
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

続
く
、
一
年
生
も
揃
っ
た
朝
礼
で
は
、
一
年
生
に
関
心
を
持
っ
て

も
ら
う
こ
と
と
、
六
年
生
に
と
っ
て
も
発
見
の
あ
る
話
と
い
う
こ
と

に
留
意
し
た
話
題
「『
あ
』
の
話
」
で
あ
っ
た
。
熊
本
地
震
の
お
見

舞
い
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
話
し
た
。

　

今
日
は
、「
あ
」の
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。（「
あ
」の
提
示
）

　

一
年
生
の
み
な
さ
ん
、
こ
れ
が
「
あ
」
で
す
。

　

そ
れ
で
は
問
題
で
す
。「
あ
」
と
い
う
ひ
ら
か
な
か
ら
何
か
連
想

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

　

三
択
に
し
ま
す
。（
選
択
肢
提
示
）
①
一
番
最
初　
　

②
安
心
、

安
全
、
や
す
ら
か
③
大
き
な
声
で
気
持
ち
よ
さ
そ
う
。

　
｢

一
番
最
初｣

を
思
い
浮
か
べ
た
人
、
常
識
派
で
す
ね
。
五
十
音
図

の
一
番
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
連
想
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、「
阿
吽

（「
阿
吽
」
の
提
示
）
の
呼
吸
」
と
い
う
表
現
で
用
い
ら
れ
る
「
阿
」

は
口
を
開
い
て
最
初
に
出
す
音
、「
吽
」
は
、
口
を
閉
じ
て
出
す
最

ら
せ
る
花
は
、
国
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
桜
は
、

外
国
の
人
か
ら
見
て
も
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
昨
日
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
知
っ
た
桧
原
桜
の
こ
と
を
紹
介
し

ま
す
。

　

三
二
年
前
、
福
岡
市
の
桧
原
と
い
う
所
に
あ
っ
た
桜
並
木
が
、
道

路
を
広
げ
る
工
事
の
た
め
に
、
花
が
咲
く
の
を
前
に
、
切
り
倒
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
本
目
が
切
り
倒
さ
れ
た
の
を
見
て
、
市

民
の
一
人
土
居
善
胤
さ
ん
が
、
歌
を
詠
ん
で
、
そ
の
短
冊
を
残
っ
た

桜
の
木
に
つ
る
し
ま
し
た
。「
花
あ
わ
れ　

せ
め
て
は
あ
と
二
旬（
に

じ
ゅ
ん
）　

つ
い
の
開
花
を　

ゆ
る
し
給
え
」（
桜
の
花
が
か
わ
い
そ

う
だ
、
せ
め
て
あ
と
二
十
日
ほ
ど　

最
後
の
花
を
咲
か
せ
る
の
を
許

し
て
や
っ
て
ほ
し
い
）　

そ
れ
に
誘
わ
れ
、
多
く
の
人
た
ち
が
桜
を

惜
し
む
和
歌
を
次
々
に
枝
に
つ
る
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、「
桜

花
（
は
な
）
惜
し
む　

大
和
心
の　

う
る
わ
し
や　

と
わ
に
匂
わ
ん

　

花
の
心
は
」
と
い
う
進
藤
市
長
か
ら
の
返
事
の
歌
も
あ
り
、
工
事

の
計
画
は
中
止
さ
れ
、桜
は
今
年
も
満
開
に
咲
き
誇
り
、桧
原
桜（
ひ

ば
る
さ
く
ら
）と
呼
ば
れ
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
と
い
う
話
で
す
。

　

土
居
さ
ん
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
し
た
だ
け
で
、
ま
さ
か
本

当
に
市
長
が
読
ん
で
く
れ
て
、
桜
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
思

っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
人
の
心
を
打
つ
こ
と
ば
の
力
っ
て

す
て
き
だ
な
と
思
い
紹
介
し
ま
し
た
。
私
た
ち
も
身
近
な
発
見
を
こ

と
ば
に
し
て
、
友
だ
ち
と
交
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
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ケ
」
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
は
何
で
し
ょ
う
？

　

大
学
の
敷
地
を
探
検
し
て
い
て

見
つ
け
ま
し
た
。
調
べ
て
み
る
と
、

ゼ
ニ
ゴ
ケ
の
一
種
で
し
た
。
季
節

に
よ
っ
て
形
を
変
え
る
よ
う
で
す
。

雄
と
雌
で
も
姿
が
違
う
そ
う
で
す
。

　

そ
の
こ
と
も
お
も
し
ろ
い
の
で

す
が
、
こ
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、

椰
子
の
木
が
い
っ
ぱ
い
生
え
て
い

る
よ
う
に
見
え
て
き
ま
せ
ん
か
？

自
分
が
小
さ
く
な
っ
て
、
椰
子
林

の
中
で
迷
子
に
な
る
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
ま
す
。
も
し
、
そ
の
ま
ま
、

こ
の
小
さ
な
世
界
の
住
人
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
事
件
が
待

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
想
像
を
膨
ら
ま
せ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

地
球
の
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
小
さ
な
生
き
物

た
ち
の
こ
と
も
真
剣
に
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
か
な
と
思
い

ま
す
。

　

今
地
球
上
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
無
い
ほ
ど
の
環
境
の
変
化
が
人
間

の
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
あ
る
推

計
で
は
百
年
前
の
一
万
倍
位
の
ス
ピ
ー
ド
で
生
物
が
絶
滅
し
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
毎
日
百
種
以
上
の
生
物
が
絶
滅
し
て
い
る
の

後
の
音
、
と
解
釈
さ
れ
、「
阿
吽
」
で
宇
宙
の
始
ま
り
と
終
わ
り
と

を
表
す
仏
教
語
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
根
拠
に
な
り
ま
す
。

　

や
す
ら
か
な
気
持
ち
、
安
心
、
安
全
を
思
い
浮
か
べ
た
人
、
知
性

派
で
す
ね
。「
あ
」
と
い
う
平
仮
名
は
、「
安
」
と
い
う
漢
字
か
ら
で

き
て
い
ま
す
。（
変
化
を
提
示
）「
安
」
は
や
す
ら
か
と
読
む
し
、
安

全
、
安
心
は
、
安
を
使
っ
た
熟
語
で
す
か
ら
ね
。

　

大
き
な
声
が
出
そ
う
で
気
持
ち
い
い
と
思
っ
た
人
、
感
性
派
で
す

ね
。
お
隣
同
士
で
口
を
観
察
し
な
が
ら
「
あ
」
か
ら
順
番
に
ゆ
っ
く

り
「
あ
い
う
え
お
」
と
声
を
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
あ
」
が
一

番
大
き
な
口
の
開
き
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
息
が
た
く
さ
ん
出
る

か
ら
開
放
感
が
あ
っ
て
気
持
ち
い
い
ん
で
す
ね
。

　

実
は
、
田
中
校
長
の
田
中
に
も
「
あ
」
が
た
く
さ
ん
隠
さ
れ
て
い

ま
す
。
タ
ー
ナ
ー
カ
ー
と
音
を
伸
ば
し
て
声
に
出
す
と
見
つ
け
ら
れ

る
か
な
。

　

二
〇
一
六
年
度
附
小
の
子
ど
も
達
が
全
員
そ
ろ
っ
た
初
め
て
の
朝

礼
な
の
で
、
全
員
で
気
持
ち
の
い
い
ス
タ
ー
ト
を
切
ろ
う
と
、「
あ
」

の
話
を
し
ま
し
た
。

　

五
十
音
図
、
母
音
と
子
音
、
ひ
ら
か
な
の
字
源
、
仏
教
語
と
幾
つ

も
の
糸
口
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
モ
ニ
タ
ー
を
通
し
て
の
放
送
朝
礼

な
の
で
、
学
級
で
は
担
任
が
、
子
ど
も
達
に
応
じ
て
話
を
補
っ
て
く

れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。

　

写
真
を
使
っ
た
話
も
複
数
回
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
ゼ
ニ
ゴ
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ら
う
た
め
に
、
パ
ネ
ル
の
類
を
多
用
も
し
た
が
、
子
ど
も
達
や
教
職

員
の
好
意
的
な
受
け
止
め
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
話
し
終
え
る
こ
と
が

で
き
た
と
感
謝
し
て
い
る
。

（
本
学
研
究
科
・
学
部
教
員
）

 

だ
そ
う
で
す
。
便
利
な
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
知
ら
な
い
う
ち

に
、
弱
い
生
物
を
絶
滅
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

ゼ
ニ
ゴ
ケ
の
椰
子
の
森
に
迷
い
込
ん
で
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
世
界

を
想
像
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち
人
類
が
生
き
延
び
る
大
事
な
視
点
を

与
え
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
ゼ
ニ
ゴ
ケ
２
」
で
は
小
学
校
の
敷
地
内
の
ゼ
ニ
ゴ
ケ
を
題
材
に

し
た
。
そ
の
他
に
写
真
で
は
な
く
実
物
で
、
校
門
脇
の
ソ
テ
ツ
、
中

庭
の
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
な
ど
、
意
外
に
見
過
ご
し
て
い
る
特
徴
に
目
を
向

け
、
新
た
な
発
見
を
家
族
に
も
話
せ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
選
ん
だ

題
材
で
あ
る
。「
霜
柱
」
も
同
様
の
素
材
で
あ
っ
た
。

　

歌
詞
も
数
曲
取
り
上
げ
た
。
童
謡
の
類
で
意
味
も
わ
か
ら
ず
に
歌

っ
て
い
る
も
の
や
、
坂
本
九
の
「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」、
本
田
路

津
子
の
「
一
人
の
手
」、
中
島
み
ゆ
き
の
「
糸
」
な
ど
を
取
り
上
げ
た
。

　

こ
と
ば
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
感
じ
て
理
解
す
る
と
い
う
点
で
は
、

季
語
を
取
り
上
げ
た
「
山
笑
う
」、「
適
当
」
や
「
い
い
加
減
」
と
比

べ
て
話
し
た
「
ち
ょ
う
ど
い
い
」、「
に
お
い
と
か
お
り
」
の
使
わ
れ

方
な
ど
も
話
題
に
し
た
。

　

興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
な
け
れ
ば
い
く
ら
高
尚
な
話
を
し
て
も
受

け
止
め
て
も
ら
え
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
中
学
校
の
時
よ
り
も
は
る

か
に
厳
し
く
迫
っ
て
き
た
。
そ
の
割
に
、
小
学
生
に
は
難
し
い
こ
と

を
随
分
と
話
し
た
と
自
覚
し
て
い
る
。
少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て
も




