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か
つ
て
勤
務
し
て
い
た
学
校
の
校
長 

先
生
が
、
唐
の
詩
人
で
あ
る
王
之
渙
が 

詠
ん
だ
「
鸛
鵲
楼
に
登
る
」
と
言
う
絶 

句
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。 

 

【
原
文
】 

白
日
依
山
盡 

黄
河
入
海
流 

 

欲
窮
千
里
目 

更
上
一
層
樓 

 

【
大
意
】 

 

鸛
鵲
楼
に
登
る
と

光
り
輝
く
太
陽
も
、
西

の
山
々
に
よ
り
か
か

る
よ
う
に
沈
ん
で
ゆ

き
、 

 

眼
下
に
は
と
う
と

う
と
黄
河
が
東
の
海

に
向
か
っ
て
流
れ
続

け
て
い
る
。 

 

こ
の
雄
大
な
眺
め

を
千
里
の
彼
方
ま
で

見
き
わ
め
よ
う
と
し

て
、 

 
 
 

 

更
に
も
う
一
層
上

へ
と
登
っ
て
み
る
の

で
あ
る
。 

  

意
味
と
し
て
は
大
意
そ
の
も
の
で
あ

る
の
だ
が
、
当
時
自
分
な
り
に
、
目
の

前
に
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
学
習
や
部

活
動
等
に
お
い
て
も
、
も
っ
と
分
か
る

よ
う
に
な
り
た
い
、
も
っ
と
で
き
る
よ

う
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

私
た
ち
教
師
は
子
ど
も
た
ち
の
そ
の

願
い
を
叶
え
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
現

状
に
満
足
せ
ず
、
教
師
自
身
が
向
上
心

を
持
っ
て
努
力
を
重
ね
な
が
ら
子
ど
も

た
ち
に
日
々
関
わ
っ
て
い
か
な
く
て
は

い
け
な
い
と
解
釈
し
た
。 

 

か
つ
て
政
府
に
よ
る
「
事
業
仕
分
け
」

と
言
う
も
の
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に

「
二
番
で
は
い
け
な
い
の
で
す
か
」
と

い
う
発
言
が
話
題
に
な
っ
た
。
そ
の
発

言
の
少
し
前
に
、
あ
る
企

業
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
際
、
説
明
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
方
か
ら
、
「
企

業
は
一
番
を
目
指
さ
な
く

て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

二
番
で
は
い
け
な
い
の
で

す
。
」
と
熱
く
語
ら
れ
て

い
た
姿
と
の
大
き
な
違
い

を
感
じ
た
。 

教
育
現
場
は
企
業
と
は

違
う
の
で
、
一
番
を
目
指

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
な
い
。
（
も
ち
ろ
ん

一
番
を
目
指
し
て
取
り
組

む
こ
と
も
あ
る
）
し
か
し

、
せ
め
て
私
た
ち
教
師
は

、
本
来
子
ど
も
た
ち
が
持
っ
て
い
る
「

も
っ
と
知
り
た
い
」
「
も
っ
と
で
き
る

よ
う
に
な
り
た
い
」
と
い
う
思
い
に
応

え
ら
れ
る
存
在
で
な
く
て
は
い
け
な
い

。
様
々
な
研
修
や
自
己
研
鑽
を
通
し
て

、
自
ら
が
一
層
登
る
努
力
を
重
ね
、
子

ど
も
た
ち
の
そ
の
思
い
に
応
え
る
事
の

で
き
る
教
師
で
あ
り
た
い
。 

安
曇
野
市
教
育
会
の
先
輩
で
あ
り
、

初
代
会
長
の
岡
村
千
馬
太
先
生
の
遺
徳

を
偲
ぶ
と
共
に
、
安
曇
野
に
ゆ
か
り
の

あ
る
諸
先
輩
の
生
き
方
に
学
ぶ
こ
と
を

目
的
に
、
『
安
曇
野
の
先
人
に
学
ぶ
会
』

が
六
月
十
五
日(

土)

に
開
か
れ
た
。 

午
前
に
、
役
員
が
三
郷
中
萱
に
あ
る

岡
村
千
馬
太
先
生
の
お
墓
を
お
参
り

し
、
午
後
に
は
、
松
本
市
城
山
公
園
に

あ
る
岡
村
先
生
の
碑
の
前
で
碑
前
祭
を

行
っ
た
。
本
会
の
先
輩
の
方
々
と
役
員

が
参
加
し
、
松
本
市
教
育
会
よ
り
会
長

の
横
山
耕
二
先
生
も
参
列
し
て
く
だ
さ

っ
た
。 

会
場
を
南
安
曇
教
育
文
化
会
館
に
移

動
し
、
約
五
十
名
が
参
加
し
て
、
会
館

南
庭
の
務
台
理
作
先
生
と
木
村
素
衞
先

生
の
碑
に
礼
拝
を
し
た
。
そ
の
後
、
大

会
議
室
で
学
習
会
を
行
っ
た
。 

学
習
会
前
半
は
、
安
曇
野
市
文
書
館

館
長
の
平
沢
重
人
先
生
よ
り
『
綴
ら
れ

て
き
た
学
校
日
誌
』
と
題
し
て
ご
講
演

を
い
た
だ
い
た
。
現
在
、
安
曇
野
市
文

書
館
に
は
市
内
十
七
校
の
平
成
十
一
年

度
ま
で
の
全
て
の
学
校
日
誌
が
保
管
さ

れ
て
お
り
、
豊
科
四
七
一
点
、
穂
高
三

三
三
点
、
三
郷
二
二
七
点
、
堀
金
二
八

八
点
、
明
科
三
三
二
点
、
総
数
一
六
五

一
点
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
学
校
日
誌
は

現
行
の
学
校
教
育
法
及
び
施
行
規
則
で

は
保
存
期
限
が
五
年
と
な
っ
て
い
る

が
、
先
輩
の
先
生
方
が
廃
棄
す
る
こ
と

な
く
丁
寧
に
保
存
し
て
き
て
く
だ
さ
っ

た
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
平
沢
先
生

は
、
本
日
の
『
先
人
等
に
学
ぶ
会
』
の

『
先
人
』
は
「
一
つ
一
つ
の
事
実
を
誠

実
に
綴
っ
て
こ
ら
れ
た
先
輩
方
全
て
の

先
生
方
の
こ
と
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

そ
の
学
校
日
誌
の
中
か
ら
『
Ｂ
２
９
戦

闘
機
に
よ
る
穂
高
地
区
の
被
災
に
つ
い

て
』
を
は
じ
め
、
『
戦
時
中
の
職
員
研

修
』
や
『
戦
後
教
育
』
等
に
つ
い
て
お

話
を
い
た
だ
き
、
現
在
の
我
々
へ
の
ご

示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
後
半
は
木
村
素

衞
委
員
会
委
員
長
と
哲
学
同
好
会
幹
事

長
に
ご
協
力
い
た
だ
き
素
衞
先
生
の
日

記
の
読
み
合
わ
せ
を
行
っ
た
。 

安
曇
野
の
先
人
の
背
景
に
あ
る
歴
史

や
、
功
績
等
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
安
曇

野
教
育
に
ふ
れ
る
意
義
深
い
一
日
と
な

っ
た
。 
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七
月
八
日(

月)
教
育
文
化
会
館
に
て

第
一
回
事
業
推
進
連
絡
会
が
開
催
さ
れ

た
。
坂
槙
邦
章
会
長
の
あ
い
さ
つ
の
後

各
学
校
代
議
員
に
よ
る
協
議
が
行
わ
れ

た
。 ま

ず
、
五
月
に
開
催
さ
れ
た
教
育
会

総
集
会
を
振
り
返
っ
た
。
静
岡
大
学
名

誉
教
授
の
小
和
田
哲
男
先
生
の
講
演
会

が
好
評
だ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

ま
た
、
安
曇
野
巡
検
に
つ
い
て
の
反
省

も
出
さ
れ
た
。
奈
川
渡
ダ
ム
な
ど
の
見

学
を
通
し
て
、
豊
か
な
土
地
を
先
人
が

開
い
て
く
れ
た
す
ば
ら
し
さ
を
実
感
す

る
こ
と
が
で
き
、
参
加
者
に
好
評
で
あ

っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。 

そ
の
後
、
参
加
者
が
グ
ル
ー
プ
別
に

「
魅
力
あ
る
教
育
会
活
動
に
つ
い
て
」

話
し
合
い
考
え
を
述
べ
あ
っ
て
い
た
。 

 

連
絡
会
終
了
後
に
は
、
避
難
訓
練
と

清
掃
が
行
わ
れ
た
。
避
難
訓
練
で
は
、

火
事
を
想
定
し
た
内
容
で
避
難
の
方
法

を
、
参
会
者
が
確
認
し
た
。
会
館
の
清

掃
で
は
、
教
職
員
組
合
執
行
部
の
先
生

方
と
と
も
に
、
参
会
者
全
員
で
玄
関
や

各
部
屋
な
ど
の
施
設
を
隅
々
ま
で
手
を

入
れ
た
。
現
在
の
美
し
さ
を
保
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
今
後
も
感

謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
大
切
に
使
用

し
て
い
き
た
い
。 

            
六
月
二
十
九
日(

土)

安
曇
野
巡
検
が

行
わ
れ
た
。
本
年
度
は
、
目
で
見
て
、

触
れ
て
～
「
郷
土
に
伝
わ
る
願
い 

水

を
求
め
て
」
～
を
テ
ー
マ
に
、
バ
ス
で

東
京
電
力
奈
川
渡
ダ
ム
や
梓
川
頭
首
工

の
見
学
等
が
行
わ
れ
、
企
画
・
推
進
し

た
安
曇
野
市
教
育
会
「
社
会
科
資
料
集

編
集
委
員
会
」
の
先
生
方
は
じ
め
十
六

名
の
先
生
方
で
の
参
加
と
な
っ
た
。 

 

は
じ
め
に
、
バ
ス
の
中
で
安
曇
平
の

地
形
や
歴
史
等
を
千
村
裕
一
先
生
な
ど

何
人
か
の
先
生
方
か
ら
教
え
て
い
た
だ

き
、
そ
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
、
梓
川

上
流
に
向
か
っ
た
。 

 

奈
川
渡
ダ
ム
で
は
、
東
京
電
力
の
所

長
の
原
さ
ん
を
含
む
五
名
の
方
か
ら
説 

      

     

明
を
お
聞
き
し
た
。
こ
の
ダ
ム
は
日
本

で
三
番
目
に
大
き
な
ダ
ム
で
あ
る
こ
と

や
工
事
の
様
子
、
仕
組
み
等
を
教
え
て

い
た
だ
い
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
下
ま

で
下
り
、
電
気
を
つ
け
な
い
と
真
っ
暗
、

ダ
ム
の
中
は
寒
く
冷
気
を
感
じ
た
ほ
ど

だ
っ
た
。
今
、
ダ
ム
の
真
下
に
い
る
こ

と
の
驚
き
を
皆
で
共
感
し
、
発
電
等
さ

ま
ざ
ま
な
技
術
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。 

                

奈
川
渡
ダ
ム
は
見
学
可
能
な
の
で
、
ぜ

ひ
安
曇
野
の
児
童
生
徒
も
体
験
に
ど
う

ぞ
と
話
し
て
お
ら
れ
た
。
今
、
人
気
の

ダ
ム
カ
ー
ド
も
い
た
だ
い
た
。
ダ
ム
に

よ 
 っ

て
私
た
ち
の
生
活
が
よ
り
豊
か
に

な
っ
た
こ
と
を
学
ん
だ
。 

奈
川
渡
ダ
ム
見
学
の
後
、
水
殿
ダ

ム
、
稲
核
ダ
ム
を
バ
ス
で
見
下
ろ
し

な
が
ら
梓
川
頭
首
工
の
場
所
を
見
学

し
た
。
こ
こ
で
は
、
中
信
平
土
地
改

良
区
連
合
の
丸
山
さ
ん
含
め
お
二
人 

の
方
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
赤
松

分
水
工
に
も
立
ち
寄
り
見
学
し
た
。 

 

農
業
用
水
が
ど
の
よ
う
に
し
て
つ

く
ら
れ
て
守
ら
れ
て
い
る
か
を
感
じ

た
大
変
有
意
義
な
半
日
で
あ
っ
た
。 

こ
の
豊
か
な
「
安
曇
平
・
松
本
平
」

を
築
き
上
げ
た
先
人
達
の
こ
と
を
感

謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。 

 
 

 

   

 

    

昨
年
度
の
巡
検
に
引
き
続
き
、
二
回

目
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
。
本
年
度
も

水
に
つ
い
て
の
学
習
で
し
た
が
、
昨
年

と
は
違
う
場
所
を
見
学
で
き
る
と
い
う 

こ
と
で
、
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま

し
た
。 

今
回
の
安
曇
野
巡
検
で
は
東
京
電
力

奈
川
渡
ダ
ム
の
内
部
を
見
学
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
外
は
半
袖
で
も
平
気

な
日
で
し
た
が
、
内
部
の
温
度
は
何
と

十
度
ほ
ど
で
、
そ
の
温
度
差
に
驚
か
さ

れ
ま
し
た
。
内
部
は
発
電
の
た
め
に
様

々
な
工
夫
が
さ
れ
て
お
り
、
技
術
の
凄

さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

そ
の
後
に
見
学
し
た
梓
川
頭
首
工
で

は
、
発
電
に
使
わ
れ
た
梓
川
の
水
を
せ

き
止
め
て
農
業
用
水
の
水
路
に
導
い
て

い
る
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
、
さ
ら

に
先
に
あ
る
左
岸
幹
線
が
安
曇
野
の
方

へ
と
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
辿
っ
て
き

ま
し
た
。
安
曇
野
の
地
を
潤
す
水
が
ど

の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。 

川
や
ダ
ム
を
普
段
じ
っ
く
り
見
る
機

会
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
回

学
べ
た
こ
と
は
と
て
も
貴
重
だ
と
感
じ

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
も
、
多
く
の

人
の
努
力
の
上
に
自
分
た
ち
の
生
活
が

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
故
郷

を
大
切
に
思
う
気
持
ち
を
育
て
て
い
き

「
安
曇
野
巡
検
の
感
想
」 

 

穂
高
北
小
学
校 

池
田 

愛 

事
業
推
進
連
絡
会 

東京電力奈川渡ダム 

梓川頭首工 

↑ダムの真下にいる

印が示されている 

↓ダムを下から見

ると湾曲している 
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実
技
講
習
会 

開
か
れ
る 

た
い
と
思
い
ま
す
。 

実
技
講
習
会
が
七
月
三
十
日
（
哲
学

は
二
十
九
日
、
音
楽
は
八
月
二
日
）
に

安
曇
野
市
・
松
本
市
の
十
八
会
場
で
開

か
れ
、
の
べ
四
二
六
名
の
先
生
方
が
熱

心
に
学
ん
だ
。 

実
技
講
習
会
は
そ
の
教
科
・
分
野
を

得
意
と
さ
れ
る
講
師
を
お
招
き
し
、
講

義
や
体
験
等
を
通
し
て
学
ぶ
会
で
あ

る
。
教
員
自
身
の
専
門
教
科
の
実
技
講

習
に
限
ら
ず
、
興
味
関
心
の
あ
る
講
座

を
選
択
し
受
講
で
き
る
こ
と
か
ら
、
各

講
座
に
は
校
種
・
教
科
を
越
え
て
先
生

方
が
集
ま
り
、
専
門
性
を
磨
く
だ
け
で

な
く
、
交
流
の
場
と
し
て
も
良
い
機
会

と
な
っ
た
。 

国
語 

▽
講
師 

鶴
田
里
美 

先
生 

 

細
野
修
市 

先
生 

吉
田
和
代 

先
生 

矢
口
高
士 

先
生 

（
ま
つ
か
わ
落
語
会
・
風
ま
ん
だ
ら
） 

▼
参
加
者
数 

十
七
名 

「
ま
つ
か
わ
落
語
会
・
風
ま
ん
だ
ら
」

に
所
属
す
る
四
名
の
先
生
方
を
講
師
に

お
招
き
し
、
落
語
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。 

午
前
中
は
、
ま
ず
講
師
の
先
生
方
に

落
語
を
演
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

の
後
の
講
義
で
は
、
落
語
の
歴
史
や
用

語
、
所
作
な
ど
に
つ
い
て
、
未
経
験
者

に
も
わ
か
り
や
す
く
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

午
後
は
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
て
、
小
噺
集
か
ら
自
分
の
好
き
な
噺

を
選
び
、
実
際
に
演
じ
て
み
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
か
ら
は
「
セ
リ
フ
を
完
璧

に
覚
え
る
こ
と
よ
り
も
、
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
描
き
、
登
場
人
物
に
な
り
き

っ
て
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
大
事
」
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
講
習
後
「
相
手
を
引
き
込
む

話
し
方
や
伝
え
方
に
つ
い
て
、
国
語
の

授
業
に
も
通
じ
る
も
の
が
多
数
あ
り
ま

し
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
落
語
を
通
し
て
言
葉
の
魅
力
を
知

る
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 

（
明
南
小 

成
田
陽
介
） 

社
会 

▽
講
師 

遠
藤
正
教 

先
生 

（
旧
開
智
学
校 

学
芸
員
） 

長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部 

職
員
の
方 

▼
参
加
者
数 

二
十
七
名 

 

今
年
は
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
こ
と

が
決
定
し
た
旧
開
智
学
校
と
、
日
頃
な

か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
長
野
地

方
裁
判
所
松
本
支
部
を
見
学
し
、
研
修

を
行
い
ま
し
た
。 

 

午
前
中
は
、
旧
開
智
学
校
の
見
学
を

し
ま
し
た
。
旧
開
智
学
校
の
建
築
様
式

の
特
徴
か
ら
、
大
正
明
治
時
代
の
教
育

に
い
た
る
ま
で
、
学
芸
員
の
遠
藤
先
生 

の
詳
し
く
分
か
り
や
す
い
説
明
を
い
た

だ
き
な
が
ら

見
識
を
深
め

る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。 

 

午
後
は
、

長
野
地
方
裁

判
所
松
本
支

部
に
て
裁
判

制
度
の
仕
組

み
に
つ
い
て

学
ん
だ
り
、

実
際
の
裁
判
所
の
見
学
を
し
た
り
し
ま

し
た
。
質
疑
応
答
の
時
間
で
は
参
加
者

か
ら
多
く
の
質
問
が
出
さ
れ
、
先
生
方

の
司
法
制
度
に
つ
い
て
の
関
心
の
高
さ

を
感
じ
ま
し
た
。 

歴
史
や
公
民
の
授
業
で
さ
っ
そ
く
扱

い
た
く
な
る
よ
う
な
、
大
変
有
意
義
な

研
修
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

（
豊
科
南
中 

小
谷
将
紀
）  

算
数
・数
学 

▽
講
師 

松
永
泰
幸 

先
生 

（
堀
金
中 

教
諭
） 

濱
野 

久 

先
生 

（
豊
科
北
中 
校
長
） 

▼
参
加
者
数 

十
九
名 

 

午
前
は
松
永
先
生
よ
り
「
数
学
的
に

考
え
る
資
質
・
能
力
を
育
む
授
業
づ
く

り
」
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
中
で
統
計
ソ
フ
ト
を
紹
介
し

て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
動
か
し
な
が
ら

授
業
を
構
想
し
ま
し
た
。
新
し
い
指
導

内
容
で
あ
る
「
箱
ひ
げ
図
」
を
使
っ
て

比
較
す
る
必
要
感
も
考
え
な
が
ら
題
材

を
選
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
な
ど
、
授

業
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
な
り
ま
し

た
。
午
後
は
濱
野
先
生
よ
り
「
授
業
評

価
や
家
庭
学
習
の
仕
方
」
に
つ
い
て
、

実
践
例
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
算

数
・
数
学
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
児

童
・
生
徒
を
育
て
る
の
か
を
考
え
て
い

き
ま
し
た
。
各
校
の
家
庭
学
習
の
様
子

に
つ
い
て
意
見
交
換
を
し
な
が
ら
、
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
話
は
尽
き
ま

せ
ん
で
し
た
。 

 
 
 

（
穂
高
西
中 

土
屋
加
菜
恵
） 

 

理
科 

▽
講
師 

坂
口
雅
彦 

先
生 

（
信
州
大
学
教
育
学
部
准
教
授
） 

▼
参
加
者
数 

二
十
名

 
本
年
度
は
信
州
大
学
の
坂
口
先
生
を

お
迎
え
し
て
「
科
学
的
な
見
方
・
考
え

方
―
生
物
領
域
を
中
心
に
全
領
域
で
考

え
る
―
」
を
テ
ー
マ
に
講
習
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

『
地
球
上
に
、
南
に
千
㎞
、
東
に
千
㎞
、

北
に
千
㎞
進
ん
だ
と
き
に
、
元
の
位
置

に
戻
る
地
点
は
あ
る
か
？
』
、
『
メ
ン

フ
ク
ロ
ウ
が
暗
闇
で
も
音
に
よ
っ
て
獲

物
の
位
置
を
特
定
で
き
る
の
は
、
ど
の

よ
う
な
感
知
、
計
算
を
し
て
い
る
の

か
？
』
な
ど
、
問
題
演
習
を
通
じ
て
、

科
学
的
な
見
方
や
考
え
方
に
は
、
理
科

の
知
識
だ
け
で
な
く
、
数
学
な
ど
他
教

科
の
知
識
も
関
連
付
け
て
考
え
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

日
々
の
授
業
の
中
に
も
是
非
、
取
り
入

れ
て
い
き
た
い
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。 

（
三
郷
中 

奥
原
剛
生
） 

 

音
楽 

▽
講
師 

蓮
沼
勇
一 

先
生 

 

（
元
暁
星
小
学
校 

教
諭
） 

▼
参
加
者
数 

三
十
名 

「
白
ひ
げ
先
生
」
と
し
て
、
合
唱
指

導
で
全
国
的
に
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
蓮

沼
勇
一
先
生
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
の

学
び
も
今
年
で
三
年
目
と
な
り
ま
し
た
。 

午
前
中
は
三
郷
小
学
校
、
午
後
は
三

郷
中
学
校
の
合
唱
部
の
み
な
さ
ん
を
モ

デ
ル
に
、
響
き
の
あ
る
発
声
の
方
法
や
、 

表
現
の
仕
方
、
楽
譜
の
読
み
取
り
方
や

伴
奏
と
歌
の
関
わ
り
方
な
ど
、
多
く
の

こ
と
を
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 
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蓮
沼
先
生
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
吸
収
し

て
ぐ
ん
ぐ
ん
上
手
く
な
っ
て
い
く
合
唱

部
の
皆
さ
ん
の
響
き
に
目
を
見
張
り
、

少
し
の
音
の
揺
れ
や
響
き
の
位
置
の
違

い
で
音
楽
性
が
が
ら
っ
と
変
わ
る
こ
と

に
驚
き
ま
し
た
。 

講
習
後
「
久
し
ぶ
り
に
合
唱
の
世
界

に
た
っ
ぷ
り
と
ひ
た
る
こ
と
が
で
き
、

本
当
に
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
」
「
文
化
祭
の
ク
ラ
ス

合
唱
に
む
け
て
合
唱
の
楽
し
さ
を
伝
え

ら
れ
る
指
導
を
し
て
い
き
た
い
で
す
」

な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
合

唱
の
楽
し
さ
を
参
加
者
全
員
で
共
有
で

き
た
素
晴
ら
し
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 

（
明
南
小 

大
畠
紀
志
世
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図
工
・美
術 

▽
講
師 

嶋
田
好
貴 

先
生 

 
 
 
 

古
瀬
建
一
郎 

先
生 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
穂
高
陶
芸
会
館
） 

▼
参
加
者
数 

十
五
名 

 

昨
年
度
の
陶
芸
体
験
が
好
評
で
あ
っ 

た
こ
と
を
う
け
、
本
年
度
も
図
工
美
術 

講
座
は
穂
高
陶
芸
会
館
に
ご
協
力
い
た 

だ
き
、
「
世
界
に
一
つ
だ
け
の
陶
芸
」 

を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

最
初
に
、
手
び
ね
り
に
よ
る
カ
ッ
プ 

や
た
た
ら
に
よ
る
お
皿
の
作
り
方
を
師 

範
し
て
い
た
だ
く
と
、
見
事
な
作
品
が

目
の
前
に
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
陶
に
入
っ
た
も
の

の
、
な
か
な
か
講
師
の
先
生
の
よ
う
に

は
い
か
ず
、
最
初
は
薄
く
し
す
ぎ
て
穴

を
空
け
て
し
ま
っ
た
り
、
縁
を
き
れ
い

に
削
れ
な
か
っ
た
り
と
い
う
姿
も
見
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
粘
土
と
向
き
合

い
、
何
度
も
繰
り
返
す
う
ち
に
、
「
こ

う
す
れ
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
気
づ
き

に
つ
な
が
り
、
制
作
に
没
頭
し
て
い
き

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
世
界
に
一
つ
だ

け
の
素
敵
な
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

 

陶
芸
会
館
で
は
本
焼
き
ま
で
行
っ
て 

仕
上
げ
て
い
た
だ
け
ま
す
。
完
成
ま
で 

約
一
ヶ
月
。
仕
上
が
る
作
品
が
楽
し
み

で
す
。 

（
穂
高
北
小 

髙
木
瑶
之
） 

 

保
健
体
育 

▽
講
師 

塩
崎
さ
お
り
先
生
（
三
郷
小
） 

 
 
 
 

児
玉
充
司
先
生
（
穂
高
東
中
） 

 
 
 
 

小
田
俊
一
先
生 

（JA
C

O
T

専
門
指
導
員
） 

▼
参
加
者
数 

二
十
六
名 

 

午
前
中
の
研
修
で
は
、
三
郷
小
の
塩

崎
先
生
よ
り
『
体
つ
く
り
運
動
（
小
学

生
対
象
）
』
『
器
械
運
動
』
の
領
域
を
、

穂
高
東
中
の
児
玉
先
生
よ
り
『
体
つ
く

り
運
動
（
中
学
生
対
象
）
』
『
武
道
（
剣

道
）
』
の
実
技
伝
達
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
両
先
生
と
も
、
実
演
を
交
え

な
が
ら
丁
寧
に
分
か
り
易
く
教
え
て
い

た
だ
き
、
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。 

 

午
後
は
、JA

C
O

T

専
門
指
導
員
の
小

田
先
生
を
講
師
と
し
て
お
迎
え
し
、『
授

業
に
取
り
入
れ
て
み
よ
う
！
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
シ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
』
と
い
う

テ
ー
マ
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
の
理
論
や
動
き
の
ポ
イ
ン
ト

を
講
義
や
実
践
を
交
え
て
指
導
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
午
前
午
後
と
も
に
授

業
改
善
、
参
加
者
の
健
康
増
進
に
つ
な

が
る
有
意
義
な
講
習
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 

 

（
豊
科
南
小 

小
森
康
弘
） 

 

技
術 

▽
講
師 

小
林
健
男 

先
生 

 

（
有
限
会
社 

コ
バ
ヤ
シ
造
形
堂
） 

 
 
 
 

内
野
一
太 

先
生 

 
 

 
 
 

（
株
式
会
社 

ア
ー
テ
ッ
ク
） 

▼
参
加
者
数 

十
四
名 

「
令
和
時
代
を
拓
く
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
学
習
～
小
学
校
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

学
習
か
ら
中
学
校
の
計
測
・
制
御
プ
ロ

グ
ラ
ム
へ
～
」
と
題
し
、
全
国
的
に
教

材
を
卸
し
て
い
る
講
師
の
先
生
か
ら
売

れ
筋
の
教
材
を
紹

介
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
実
際
に
教

材
を
活
用
し
て
プ

ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教

育
の
楽
し
さ
を
体

感
し
た
り
小
中
九

カ
年
を
見
通
し
た

実
践
を
考
え
た
り

も
で
き
、
小
学
校
の

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

学
習
か
ら
中
学
校

の
計
測
・
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
ス
ム

ー
ズ
な
連
結
が
模
索
で
き
た
研
修
会
と

な
り
ま
し
た
。
赤
外
線
フ
ォ
ト
リ
フ
レ

ク
タ
ー
を
使
用
し
た
衝
突
回
避
カ
ー
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
苦
労
し
な
が
ら
も
参

加
者
全
員
が
楽
し
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
コ

ー
ス
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。 

（
三
郷
中 

熊
井
雅
恭
） 

家
庭 

▽
講
師 

北
林
智
紀 

先
生 

（
食
事
処
美
里
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
） 

 
 
 

堀
込
明
紀 

先
生 

（
長
野
県
青
少
年
赤
十
字 

 

指
導
者
協
議
会
顧
問
） 

▼
参
加
者
数 

十
九
名 

 

午
前
は
、
ド
ラ
イ
ト
マ
ト
や
旬
の
地

域
食
材
を
用
い
た
調
理
を
教
え
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ご
当
地
グ
ル
メ
で
あ
る

安
曇
野
林
檎
ナ
ポ
リ
タ
ン
に
も
挑
戦

し
、
お
い

し
く
い
た

だ
く
こ
と

が
で
き 

ま
し
た
。 

午
後
は
、 

防
災
啓
発

プ
ロ
グ
ラ

ム
の
ひ
と

つ

で

あ

る
、
避
難

所
体
験
ゲ

ー
ム
を
通

し
て
、
災
害
が
起
き
た
と
き
の
こ
と
を

想
定
し
な
が
ら,

防
災
に
つ
い
て
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

一
日
を
通
し
て
、
日
頃
の
授
業
で
実

践
で
き
る
内
容
も
多
く
、
充
実
し
た
研

修
と
な
り
ま
し
た
。 

（
三
郷
中 

古
澤
万
喜
美
） 

 

道
徳 

▽
講
師 

田
野
口
弘 

先
生 

（
松
本
大
学
基
礎
教
育
セ
ン
タ
ー
） 

▽
実
践
発
表 

荻
原 

忍 

先
生 

（
附
属
松
本
中
） 

▼
参
加
者
数 

十
名 

「
子
供
が
心
待
ち
に
す
る
道
徳
の
授

業
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
田
野
口
先
生

よ
り
講
義
・
演
習
を
し
て
い
た
だ
き
、

荻
原
先
生
か
ら
は
「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

を
活
用
し
た
継
続
的
な
評
価
」
に
つ
い

て
実
践
発
表
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

模
擬
授
業
で
は
、
児
童
生
徒
の
気
持

ち
に
な
っ
て
考
え
、
発
言
し
合
う
こ
と

で
道
徳
の
授
業
の
基
本
を
体
感
し
ま
し

た
。
実
践
発
表
か
ら
は
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ

ッ
ク
を
活
用
し
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が

自
己
評
価
や
授
業
評
価
に
つ
な
が
る
こ

と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
演
習

で
は
、
「
手
品
師
」
を
資
料
に
中
心
発

問
と
価
値
を
深
め
る
発
問
を
検
討
し
、

授
業
作
り
を
体
験
し
ま
し
た
。 

真
剣
に
意
見
交
換
が
で
き
、
充
実
し

た
講
習
会
と
な
り
ま
し
た
。 

（
穂
高
東
中 

川
舩
一
恵
） 
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生
活
・
総
合 

▽
講
師 
Ｊ
Ａ
あ
づ
み
女
性
部
の
方
々 

▼
参
加
者
数 

二
十
七
名 

 

Ｊ
Ａ
の
方
々
に
多
く
の
こ
と
を
準
備

し
て
い
た
だ
き
、
午
前
中
は
豆
腐
作
り

を
し
ま
し
た
。
六
グ
ル
ー
プ
で
調
理
を

し
ま
し
た
が
、
一
グ
ル
ー
プ
に
お
一
人

ず
つ
講
師
の
方
が
つ
い
て
く
だ
さ
る
の

で
楽
し
く
お
話
し
し
な
が
ら
安
心
し
て

作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
二
年
生
担

任
の
先
生
は
、
こ
れ
か
ら
行
う
生
活
科

の
ヒ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
も
ら
っ
て
い
ま

し
た
。
午
後
は
雪
花
菜
ま
ん
じ
ゅ
う
と
、

な
す
の
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
り
ま
し
た
。

ま
ん
じ
ゅ
う
と
お
や
き
の
ル
ー
ツ
の
お

話
を
聞
き
な
が
ら
、
作
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

豆
腐
も
お
ま
ん
じ
ゅ
う
も
お
い
し

く
、
と
て
も
有
意
義
な
一
日
を
過
ご
し

ま
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
を
学
校

だ
け
で
は
な
く
地
域
で
も
支
え
合
っ
て

い
こ
う
と
す
る
Ｊ
Ａ
の
方
々
の
想
い
も

知
り
、
大
変
あ
り
が
た
く
思
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

（
穂
高
南
小 

秦 

光
一
） 

哲
学 

▽
講
師 

西
村
拓
生 

先
生 

 
 

 
 

（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
教
授
） 

▼
参
加
者
数 

六
十
一
名 

 

西
村
拓
生
先
生
を
講
師
に
お
迎
え
し

て
三
年
目
の
哲
学
研
修
講
座
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

 

今
年
度
も
木
村
素
衞
先
生
が
執
筆
さ

れ
た
「
表
現
愛
」
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て

読
み
合
わ
せ
を
中
心
に
行
い
ま
し
た
。

午
前
は
、
木
村
先
生
に
つ
い
て
お
話
を

お
聞
き
し
、
午
後
は
テ
キ
ス
ト
の
読
み

合
わ
せ
を
行
い
ま
し
た
。
難
解
な
文
で

す
が
、
グ
ル
ー
プ
の
先
生
方
で
順
番
読

み
進
め
、
文
章
を
教
育
に
結
び
つ
け
、

先
生
方
の
考
え
を
交
換
で
き
ま
し
た
。 

西
村
先
生
が
疑
問
を
丁
寧
に
解
説
し
て

く
だ
さ
り
、
理
解
を
深
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
教
師
が
、
子
ど
も
の
表
現
を

ど
う
と
ら
え
る
べ
き
か
を
知
り
、
さ
ら

に
教
師
観
を
考
え
て
い
き
た
い
と
感
じ

ら
れ
た
貴
重
な
研
修
会
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 

 
 

 

（
明
科
中 

奥
田
孝
利
）  

 
 

 

人
物
誌 

▽
講
師 

原 

明
芳 
先
生 

（
豊
科
郷
土
博
物
館
館
長
） 

 
 
 
 

財
津
達
弥 

先
生 

（
市
教
委
文
化
課 

博
物
館
係
長
） 

▼
参
加
者
数 

十
七
名 

本
年
度
は
「
安
曇
野
市
パ
イ
ロ
ッ
ト

物
語
～
二
人
の
違
っ
た
人
生
～
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
、
原
館
長
か
ら
「
安
曇

野
で
育
ち
、
沖
縄
に
散
っ
た
特
攻
隊
員 

上
原
良
司
の
人
生
」
の
講
義
、
財
津
係

長
か
ら
「
神
風
号
で
ロ
ン
ド
ン
ま
で
最

速
飛
行 

飯
沼
正
明
飛
行
士
の
人
生
」

の
二
つ
の
講
義
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

当
時
長
野
県
は
教
育
県
で
大
学
生
も

多
く
、
学
徒
動
員
に
よ
り
全
国
で
五
番

目
に
特
攻
隊
員
を
排
出
し
ま
し
た
。 

穂
高
有
明
の
有
明
医
院
の
三
男
と
し

て
生
ま
れ
た
上
原
良
司
は
、
慶
応
大
学

在
学
中
に
特
攻
隊
員
と
し
て
動
員
さ

れ
、
若
い
命
を
落
と
し
ま
し
た
。 

う
っ
て
変
わ
っ
て
、
飯
沼
正
明
飛
行

士
は
、
朝
日
新
聞
社
記
者
で
、
昭
和
十

二
年
、
東
京
～
ロ
ン
ド
ン
を
日
本
製
の

「
神
風
号
」
を
操
縦
、
約
九
十
四
時
間

（
約
三
日
半
）
あ
ま
り
で
飛
行
、
世
界

新
記
録
を
樹
立
し
た
英
雄
で
す
。 

午
後
は
豊
科
細
萱
に
あ
る
生
家
の

「
飯
沼
飛
行
士
記
念
館
」
に
行
き
、
館

長
さ
ん
か
ら
、
く
わ
し
く
お
話
を
お
聞

き
し
ま
し
た
。
た
っ
た
八
年
の
差
で
、

片
や
英
雄
、
片
や
人
知
れ
ず
海
に
散
っ

た
兵
士
、
そ
の
時
代
の
変
化
の
激
し
さ

と
軍
国
主
義
の
す
さ
ま
じ
さ
を
感
じ
た

一
日
で
し
た
。 

 
 
 
 

（
豊
科
北
小 
藤
松
慎
一
郎
） 

英
語 

▽
講
師 

松
本
城
英
語
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
方
々 

宮
澤
美
帆
子 

先
生
（
堀
金
中
） 

 
 

両
角
明
浩 

先
生 

（
阿
智
村
立
第
二
小
） 

伊
藤
雄
希 

先
生 

（
堀
金
小
） 

▼
参
加
者
数 

十
九
名 

本
年
度
は
体
験
的
な
講
習
に
で
き
れ

ば
と
考
え
、
外
に
足
を
運
ん
で
お
話
を

聞
い
た
り
、
模
擬
授
業
を
交
え
た
演
習

を
し
た
り
し
ま
し
た
。
午
前
の
部
で
は
、

実
際
に
松
本
城
へ
行
き
、
英
語
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
方
々
の
説
明
を
英
語

で
聞
き
ま
し
た
。
お
堀
（m

o
a
t

）
や
火

縄
銃
（m

u
s
k
et

）
な
ど
専
門
用
語
を
英

語
で
聞
い
た
り
、
歴
史
に
関
す
る
ク
イ

ズ
に
英
語
で
答
え
た
り
し
て
、
外
国
人

観
光
客
の
目
線
で
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
終
了
後
は
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
に
移
動
し
、
ガ
イ
ド
の
方

々
と
地
域
素
材
の
魅
力
や
今
後
の
国
際

理
解
教
育
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い

ま
し
た
。 

 

午
後
の
部
で
は
、
三
郷
小
に
て
明
日

に
活
き
る
授
業
の
紹
介
や
、
教
材
を
学

校
間
で
共
有
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い

て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
講
師
の
方

々
の
工
夫
さ
れ
た
実
践
の
様
子
を
参
加

者
全
員
で
共
有
で
き
た
有
意
義
な
時
間

に
な
り
ま
し
た
。 

 

一
日
を
通
し
、
英
語
教
育
の
未
来
を

考
え
る
こ
と
の
で
き
る
充
実
し
た
講
習

と
な
り
ま
し
た
。 

（
堀
金
小 

伊
藤
雄
希
） 

  

学
校
保
健 

▽
講
師 

寺
島
裕
美 

先
生 

（
寺
島
生
花
店
） 

 

金
子
能
呼 

先
生 

（
松
本
大
学
松
商
短
期
大
学
部
商
学
科
） 

▼
参
加
者
数 

三
十
五
名 

 

午
前
は
、
寺
島
先
生
を
講
師
に
、
フ

ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
作
り
を
行
い

ま
し
た
。
花
や
緑
に
囲
ま
れ
て
心
豊
か

な
生
活
を
楽
し
み
、
自
分
で
ア
レ
ン
ジ

す
る
こ
と
で
お
花
の
楽
し
み
方
を
学
び

ま
し
た
。
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
レ
ン

ジ
メ
ン
ト
が
で
き
ま
し
た
。 

 

午
後
は
、
金
子
先
生
を
講
師
に
、
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
実
践
講
座
を
お
聞
き
し

ま
し
た
。
色
の
も
つ
意
味
や
効
果
、
活

用
に
つ
い
て
具
体
的
な
企
業
を
取
り
上

げ
な
が
ら
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て

伺
い
、
教
育
現
場
で
活
用
で
き
る
色
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。 

（
三
郷
小 

清
水
典
子
） 

特
別
支
援
教
育 

▽
講
師 

 

熊
井
秀
夫 

先
生 

（
明
科
木
彫
教
室
会
長
） 

平
林 

栄 

先
生 

（
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
レ
ス
ト
ラ
ン
支
配
人
）

片
岡
啓
之 

先
生 

（N
PO

法
人
夢
の
実
か
え
で 

所
長
） 

▼
参
加
者
数 

二
十
七
名 

午
前
は
熊
井
先
生
か
ら
、
葉
っ
ぱ
の

モ
チ
ー
フ
の
彫
り
方
を
丁
寧
に
教
え
て

頂
き
ま
し
た
。
丸
み
を
帯
び
た
葉
の
感
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郷
土
の
文
化
財

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

さ
て 

誰
の
書
で
し
ょ
う 

 
 

郷
土
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
数
多
く
あ
る
書
の
額
か

ら
、
今
回
は
一
点
選
ん
で
み
ま
し
た
。
さ
て
、
ど
な

た
が
書
か
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。 

「
天
成
」
・
・
・
私
は
初
め
て
聞
い
た
言
葉
で
す
。

広
辞
苑
を
引
く
と
「
①
人
力
に
よ
ら
ず
に
自
然
に
で

き
あ
が
る
こ
と
。
天
然
自
然
な
こ
と
。
」
「
②
天
性
。
」

と
あ
り
ま
す
。 

 

正
解
は
教
科
書
に
も
出
て
く
る
有
名
な
哲
学
者
、 

「
西
田
幾
多
郎
」
の
書
で
す
。
平
成
十
三
年
七
月 

七
日
木
村
素
衞
を
偲
ぶ
会
の
折
に
寄
贈
さ
れ
た
、 

と
の
こ
と
で
す
。
立
派
な
学
者
と
つ
な
が
っ
て 

い
る
安
曇
野
の
先
人
た
ち
で
す
。 

（
郷
土
文
化
財
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
） 

に
語
り
継
が
れ
、
み
ん
な
が
戦
中
の
当

事
者
と
な
り
ま
す
。
平
和
を
分
か
ち
あ

え
る
ひ
と
と
き
で
す
。 

（
豊
科
東
小
学
校 

志
村 

昌
之
） 

じ
を
出
す
の
が
難
し
か
っ
た
が
、
集
中

し
て
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
ま

し
た
。 

 

昼
食
は
希
望
参
加
で
「
和
食
の
マ
ナ 

―
講
座
」
を
行
い
ま
し
た
。
箸
や
食
器

の
持
ち
方
か
ら
食
べ
る
順
番
ま
で
、
一

生
の
宝
に
な
る
内
容
で
し
た
。 

 

午
後
は
、
安
曇
野
に
障
害
者
の
た
め 

の
通
所
施
設
を
作
る
会
の
方
か
ら
、
施 

設
見
学
と
施
設
設
立
ま
で
の
経
緯
を
伺

い
ま
し
た
。
養
護
学
校
を
卒
業
し
た
生

徒
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
仕
事
を
し
て

い
る
の
か
、
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
、

と
て
も
勉
強
に
な
る
時
間
で
し
た
。 

 
 

 
 
 

（
明
北
小 

宮
澤
晶
子
） 

情
報
教
育 

▽
講
師 

和
田 

勉 

先
生 

（
長
野
大
学
教
授
）

エ
プ
ソ
ン
販
売
株
式
会
社 

広
島
県
教
科
用
図
書
販
売
株
式
会
社 

ラ
イ
ン
ズ
株
式
会
社 

▼
参
加
者
数 

十
八
名 

 

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
学
習
が
始
ま
る
小

学
校
の
先
生
方
か
ら
「
パ
ソ
コ
ン
を
使 

わ
ず
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
学
習
を
し
た 

い
」
と
い
う
要
望
が
多
か
っ
た
た
め
、

和
田
勉
先
生
か
ら
ア
ン
プ
ラ
グ
ド
と
呼

ば
れ
る
研
修
を
受
け
ま
し
た
。 

 

午
後
は
情
報
モ
ラ
ル
学
習
教
材
の
体

験
を
通
し
て
、
児
童
・
生
徒
が
巻
き
込

ま
れ
が
ち
な
ト
ラ
ブ
ル
事
例
に
つ
い
て

学
習
を
し
た
り
、
パ
ソ
コ
ン
室
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
、
更
に
は
家
庭
で
も
同
じ
ア
カ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ン
ト
で
利
用
で
き
る
学
習
ソ
フ
ト

「e

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ド
バ
ン
ス
」
と
い
う

ソ
フ
ト
を
体
験
し
た
り
し
ま
し
た
。 

 
新
し
い
事
を
学
ぼ
う
と
す
る
先
生
方

の
意
欲
溢
れ
る
時
間
と
な
り
ま
し
た
。 

（
豊
科
北
中 

五
十
嵐
誠
治
） 

教
育
相
談 

▽
講
師 

 

中
井
一
裕 

先
生 

（
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

 
燈 
） 

小
林
千
里 

先
生 

（
穂
高
北
小
学
校 

ま
な
び
の
教
室
） 

丸
山
秀
子 

先
生 

（
穂
高
北
小
学
校 

こ
と
ば
の
教
室
） 

宮
原
文
夫 

先
生 

（
穂
高
東
中
学
校 

ま
な
び
の
教
室
） 

丸
山
直
子 

先
生 

（
岡
田
小
学
校 

あ
さ
ひ
分
校)

 

▼
参
加
者
数 

二
十
四
名 

安
曇
野
市
内
、
松
本
市
の
子
ど
も
支

援
を
行
っ
て
い
る
施
設
や
教
室
を
訪
問

し
、
運
営
概
要
や
子
ど
も
た
ち
の
様
子
、

支
援
者
の
願
い
な
ど
を
お
聞
き
し
ま
し

た
。
子
ど
も
や
保
護
者
の
願
い
を
聴
き

な
が
ら
、
支
援
を
し
て
い
く
姿
勢
に
感

銘
を
受
け
ま
し
た
。
安
曇
野
市
や
市
周

辺
に
あ
る
資
源
を
知
る
こ
と
が
で
き
、

有
効
に
活
用
で
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
し
た
。
学
び
の
多
い
一
日
と
な
り
ま

し
た
。 

（
穂
高
東
中 

河
西
友
子
）    

   

    

 

〝
我
が
家
〟
の
語
り
部 

 
 

八
月
は
、
広
島
や
長
崎
の

平
和
記
念
式
典
、
全
国
戦
没

者
追
悼
式
典
な
ど
が
あ
り
、

戦
争
関
連
の
新
聞
記
事
、
テ

レ
ビ
番
組
も
多
く
、
平
和
に

つ
い
て
考
え
、
深
い
祈
り
に

つ
つ
ま
れ
ま
す
。 

 
 

我
が
家
で
は
、
戦
争
当
時
小

学
生
だ
っ
た
父
母
が
、
い
ろ
い
ろ
な
話

を
し
て
く
れ
ま
す
。
私
の
息
子
が
小
学

校
六
年
生
の
時
、
歴
史
の
授
業
で
〝
語

り
部
〟
と
し
て
話
を
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。 

 
 

お
米
が
不
足
し
て
配
給
の
さ
つ
ま
い

も
や
大
豆
が
入
っ
た
ご
飯
を
食
べ
た
こ

と
、
親
戚
で
お
米
を
も
ら
っ
た
帰
り
に

サ
ー
カ
ス
を
見
て
い
た
ら
、
袋
が
破
れ 

て
お
米
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
い
、
「
警
察

官
に
見
つ
か
っ
た
ら
た
い
へ
ん
！
」
と
、

逃
げ
る
よ
う
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
、
空

襲
に
備
え
て
夜
も
普
段
着
で
寝
て
い
た

こ
と
、
空
襲
警
報
で
防
空
壕
に
逃
げ
込

ん
だ
時
、
怖
く
て
体
の
震
え
が
止
ま
ら

な
か
っ
た
こ
と
、
畳
職
人
の
祖
父
が
軍

の
命
令
で
松
代
大
本
営
の
仕
事
を
し
て

い
た
こ
と
や
工
事
に
朝
鮮
の
人
た
ち
が

た
く
さ
ん
働
い
て
い
た
こ
と･･･

等
々
。 

 

 

「
夏
の
日
を
何
度
も
何
度
も
七
十
年
」

高
校
生
が
詠
ん
だ
「
平
和
の
俳
句
」
で

す
。
戦
争
体
験
や
思
い
が
子
ど
も
や
孫

昌 

   

 

本
号
で
は
、
実
技
講
習
会
の
様
子
を

掲
載
し
ま
し
た
。
そ
の
報
告
内
容
や
写

真
を
拝
見
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
座

で
先
生
方
が
夢
中
に
な
り
楽
し
ん
で
参

加
さ
れ
て
い
る
姿
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
講
座
に
参
加
し
た
先
生
に
様

子
を
詳
し
く
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
よ

う
に
も
感
じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
教
育

現
場
に
、
あ
る
い
は
生
活
に
い
か
し
て

い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

東西南北

編

集

後

記 


