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「
よ
い
」
教
育
を
求
め
て

教
育
研
究
局
長

亀
田

勝
亘皇

全
て
の
教
職
員
は
、
常
に

「
よ
い
」

教
育
を
求
め
て
日
々
の
実
践
研
究
に
取

り
組
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
は
、

私
た
ち
が
考
え
て
い
る
「
よ
い
」
教
育

と
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
意
味
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。

教
育
は
「
国
家
や
社
会
を
繁
栄
さ
せ

る
た
め
だ
」
と
か
、
「
子
ど
も
の
個
性

を
伸
ば
す
た
め
だ
」
と
か
、
そ
の
目
的

を
「
よ
い
」
の
基
準
に
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
「
学
問
や
教
科
の
系

統
性
を
尊
重
す
る
こ
と
が
大
切
だ
」
と

か
、
「
子
ど
も
の
経
験
を
尊
重
す
る
こ

と
が
大
切
だ
」
と
か
、
そ
の
指
導
内
容

及
び
方
法
を
基
準
に
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
他
に
も
「
よ
い
」
の
基
準

は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
思
い

ま
す
、

戦
後
教
育
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す

と
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
つ
い
て
と
も
す

る
と
二
項
対
立
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
い
最
近
の
教
育
改
革
の
流
れ
を
見
て

も
学
力
低
下
論
争
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

「
ゆ
と
り
L

か
「
詰
め
込
み
」
か
と
い

う
議
論
が
起
こ
り
か
け
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
議
論
の
様
相
は
と
い
う
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
の
方
が
、
自
分
の
直
接

的
な
教
育
体
験
に
基
づ
い
た
強
い
信
念

を
、
互
い
に
押
し
付
け
合
う
よ
う
な
仕

方
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
か
く
一一日
う
私
も
、
過

去
に
は
こ
れ
こ
そ
が
「
よ
い
」
教
育
で

あ
る
と
断
じ
、
自
分
の
信
念
を
絶
対
化

し
て
相
手
に
議
論
を
挑
ん
で
い
た
な
あ

と
、
反
省
す
る
こ
と
し
き
り
で
す
。
し

か
し
、
最
近
私
の
周
り
を
見
回
し
て
み

ま
す
と
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
教
育
に

は
絶
対
に
「
よ
い
」
と
か
「
正
し
い
」

と
か
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
は
な
い
と
、

全
て
を
相
対
化
し
て
し
ま
い
、

一
種
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
と

感
じ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
悪
し
き
絶
対
化
や
相
対
化
に

陥
ら
な
い
で
、
だ
れ
し
も
が
「
よ
い
」

教
育
だ
と
深
く
確
信
し
、
お
互
い
に
共

通
了
解
で
き
る
よ
う
な
議
論
の
仕
方
は

な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
近
頃
、
私
は

そ
の
答
え
を
求
め
て
、
思
考
の
袋
小
路

に
迷
い
込
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
折
に
、
ふ
と
立
ち
寄
っ

た
書
庖
で
何
と
私
の
問
題
意
識
に
ぴ
っ

た
り
の

『ど
の
よ
う
な
教
育
が
「
よ
い
」

教
育
か
』
と
い
う
本
に
偶
然
、
出
合
っ

た
の
で
す
。
私
は
飛
び
つ
く
よ
う
に
買

い
求
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
書
名
と
は

裏
腹
な
、
と
て
も
難
解
な
内
容
に
も
め

げ
ず
、
一
気
に
読
み
通
し
、
微
か
な
光

明
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

筆
者
の
苫
野

一
徳
氏
は
、
教
育
の
本

質
や
正
当
性
は
、
自
分
が
こ
れ
は
「
よ

い
」
教
育
だ
と
確
信
す
る
こ
と
が
あ
れ

ば
、
そ
の
確
信
の
成
立
条
件
と
構
造
を

他
者
と
問
い
合
っ
た
時
、
二
疋
の
共
通

了
解
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
教
育
の
論
じ
方
は
、
現
象
学

の
方
法
で
あ
る
と
も
一言
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
古
野
氏
自
身
の
「
よ
い
」
教

育
に
つ
い
て
の
確
信
内
存
も
述
べ
て
い

ま
す
が
、
こ
こ
で
は
紙
聞
の
都
合
で
解

説
を
省
略
し
ま
す
。
関
心
を
も
た
れ
た

先
生
は
、
ぜ
ひ
本
書
を
手
に
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
愛
教
研
も
創
立
し
て
半
世
紀

を
経
て
、
今
ま
で
の
組
織
の
在
り
方
を

検
討

・
改
善
し
て
、
新
た
な
る
歩
み
を

始
め
ま
し
た
。
そ
の
改
善
策
の
一
つ
と

し
て
、
こ
の
文
化
だ
よ
り
「
ひ
び
き
」

の
内
容
を
、
来
年
度
よ
り
機
関
紙
「
愛

媛
の
教
育
」
の
内
容
に
集
約

・
統
合
し

て
い
く
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
今
回
の
第
三
十
号
が
、
文
化

だ
よ
り
と
し
て
の

「
ひ
び
き
」
最
終
号

に
な
り
ま
す
。
今
後
は
、
こ
の
三
十
年

間
「
ひ
び
き
」
が
果
た
し
て
き
た
役
割

を
、
新
装
「
愛
媛
の
教
育
」
へ
引
き
継

ぎ
ま
す
。
そ
の
際
に
、
会
員
自
身
が
こ

れ
は
「
よ
い
」
教
育
だ
と
確
信
し
て
い

る
教
育
実
践
研
究
の
公
表
と
そ
の
議
論

の
場
を
保
障
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
会
員
だ
れ
し
も
が
「
よ
い
」

教
育
だ
と
共
通
了
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
愛
媛
の
教
育
を
共
に
創
造
し
、

愛
教
研
の
教
育
研
究
活
動
を
活
性
化
し

て
い
き
た
い
と
念
願
し
て
い
ま
す
。
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教
育
実
践
上
の
今
日
的
課
題

i
言
語
活
動
の
充
実
に
向
け
て
|

今
治
市
立
日
高
小
学
校

一
は
じ
め
に

今
年
度
か
ら
学
習
指
導
要
領
が
小
学

校
に
お
い
て
は
全
面
実
施
と
な
っ
た
。

こ
の
学
習
指
導
要
領
は
、
中
央
教
育
審

議
会
答
申
(
平
成
二
十
年
一
月
)
を
踏

ま
え
て
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
答

申
の
中
で
、
「
7
.
教
育
内
容
に
関
す

る
主
な
改
善
事
項
」
の
第
一
項
目
に
「
言

語
活
動
の
充
実
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

「各
教
科
等
に
お
け
る
言
語

活
動
の
充
実
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要

領
の
改
訂
に
お
い
て
各
教
科
等
を
貫
く

重
要
な
改
善
の
視
点
で
あ
る
。
」
と
書

か
れ
て
い
る
》
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を

重
く
受
け
止
め
、
「
言
語
活
動
の
充
実
」

に
向
け
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
。
‘ν
 

二
本
校
の
実
態

本
校
は
、
教
育
目
標
を
「
よ
く
考
え
、

仲
よ
く
励
む
、
た
く
ま
し
い
子
の
育
成
」
、

研
究
主
題
を
「
と
も
に
学
び
合
い
、

主

体
的
に
生
き
る
児
童
の
育
成
」
と
し
、

国
語
科
を
中
心
に
研
究
を
推
進
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
具
現
策
の
一
つ
と
し
て

「
気
付
き
、
考
え
、
実
行
す
る
活
動
の

場
づ
く
り
を
工
夫
し
、

一言
語
活
動
の
充

実
を
図
る
実
践
研
究
」
を
進
め
て
い
る
。

進
藤

亮
輔

言
語
活
動
の
充
実
は
国
語
科
に
限
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
各
教
科
等
の
特

性

・
役
割
を
生
か
し
な
が
ら
相
互
関
連

を
図
り
、
学
校
全
体
で
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
ず
は
国
語
科
の
言
語
活
動
の
充
実
を

図
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
指
導
書
に

例
示
さ
れ
て
い
る
三
十
六
の
一
言
語
活
動

例
を
基
に
、
今
年
度
は
、
校
内
研
究
授
業

に
お
い
て
次
の
よ
う
な
実
践
を
行
っ
た
。

三
具
体
的
な
実
践
例

付

授
業
研
究

ア

六

年

児

童

が

「古
典
の
学
習
は

楽
し
い
」
と
感
じ
る
日
本
古
典
の
導

入
の
工
夫

本
格
的
な
古
典
は
今
年
度
か
ら
入

っ
て
き
た
教
材
で
、
「
古
典
の
指
導

に
つ
い
て
は
、
我
が
聞
の
一言
語
文
化

を
享
受
し
継
承

・
発
展
さ
せ
る
た
め

生
涯
に
わ
た

っ
て
古
典
に
親
し
む
態

度
を
育
成
す
る
指
導
を
重
視
す
る
。」

と
改
善
の
基
本
方
針
に
替
か
れ
て
い

る
。
児
童
に
と
っ
て
は
昔
の
言
語
と

今
の
言
語
の
違
い
を
感
じ
る
こ
と
に

よ
っ
て
言
語
環
境
を
考
え
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。
学
科
で
は
、
ワ
ー
ク

シ
l
ト
を
効
果
的
に
活
用
し
、
歴
史

的
仮
名
遣
い
の
読
み
方
を
嘗
か
せ
た

り
、
教
材
文
を
拡
大
提
示
し
た
り
す

る
こ
と
に
よ
り
、
古
文
に
親
し
み
を

も
ち
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
単
元
を
通
し
て
、
他
の

古
典
作
品
の
音
読

(話
す
こ
と
)
を

計
画
し
、
さ
ら
な
る
興
味

・
関
心
を

も
た
せ
る
工
夫
も
し
た
〈

イ

一一一
年
言
葉
の
リ
ズ
ム
を
感
じ
た

り
、
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
し
な

が
ら
、
俳
句
に
親
し
む
た
め
の
指
導

の
工
夫

三
年
生
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
文

語
調
に
触
れ
る
段
階
で
あ
る
。
季
語

や
五
七
五
の
リ
ズ
ム
や
響
き
に
親
し

み
を
も
ち
、
身
近
な
こ
と
を
テ
l
マ

に
俳
句
を
作
ら
せ
た
。
授
業
で
は
、

児
童
全
員
が
作
っ
た
俳
句
の
中
か
ら

「
よ
く
で
き
て
い
る
」
と
感
じ
た
俳

句
を
各
向
が
選
び
、
そ
の
選
ん
だ
理 授業の導入で活用した板書の一部

由
を
話
し

表

合
い
、
俳

涜

句
の
よ
さ

骨

に
つ
い
て

市

深
め
合
う

旬

こ
と
が
で

俳

き
た
。
ま

枇

た
、
作
者

ぱ

も
作
っ
た

選

と
き
の
気

持
ち
を
発

表
し
、
お
互
い
の
理
解
に
も
つ
な
が

っ
た
。

三
年
生
と
い
う
段
階
で
俳
句

の
入
門
が
達
成
で
き
、
児
童
は
次
の

短
歌
へ
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
こ
と

が
で
き
た
。

ウ
一
年
動
物
の
生
活
の
特
徴
や
様

子
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
章
を
読
み
、

自
分
の
思
い
や
考
え
を
も
つ
た
め
の

指
導
の
工
夫

調
べ
た
動
物
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ

で
ま
と
め
た
こ
と
を
発
表
し
、
そ
の

後
、
動
物
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
方

に
つ
い
て
話
し
合
う
。
発
表
の
時
は
、

説
明
文
の
構
成
の
理
解
を
助
け
る
た

め
に
「
説
明
」
「
問
い
」
「
答
え
」
と

色
分
け
し
た
用
紙
を
活
用
し
、
電
子

黒
板
で
動
物
の
痕
跡
や
様
子
を
提
示

し
て
視
覚
的
に
理
解
さ
せ
た
。
ま
た
、

ワ
l
ク
シ
l
ト
に
動
物
シ
l
ル
を
貼

る
こ
と
に
よ
り
説
明
文
の
理
解
を
深

め
た
。
そ
の
後
の
話
し
合
い
で
は
、

自
分
の
考
え
や
感
想
を
も
た
せ
る
た
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め
に
、
発
表
の
仕
方
を
記
述
し
た

ワ
l
ク
シ

l
ト
を
活
用
し
た
。
な
お
、

話
し
に
く
い
児
童
も
い
る
の
で
、
ま

ず
は
、
ペ
ア
か
ら
話
し
合
い
を
始
め
、

全
体
に
広
げ
る
等
の
工
夫
を
し
た
。

ま
た
、
本
文
中
に
出
て
く
る
動
物

た
ち
の
図
鑑
や
松
ぼ
っ
く
り
な
ど
の

実
物
を
教
室
に
置
き
、
本
文
の
理
解

と
読
書
活
動
へ
の
意
欲
付
け
も
図
っ

た
。

国幽嘩
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評
価
の
研
究

授
業
は
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め

に
、
適
切
な
内
容
を
準
備
し
、
効
果

的
な
指
導
方
法
を
工
夫
し
て
実
施
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
授
業
を
通
し

て
、
目
標
が
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か

を
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
語
活

動
の
充
実
は
、
そ
の
目
標
を
達
成
す

る
た
め
の
効
果
的
な
手
段

・
方
法
で

あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
「
授
業

(3) 平成23年12月 1日

評
価
シ
ス
テ
ム
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(
愛
媛
県
教
育
委
員
会
編
平
成
十

九
年
)
」
を
参
考
に
、
「
授
業
評
価
カ
ー

ド
」
を
作
成
し
、
授
業
参
観

・
研
究

協
議
の
時
に
活
用
し
て
い
る
。

評
価
項
目
と
し
て
、
「
授
業
の
テ
ー

マ
に
迫
っ
た
授
業
で
あ
る
」
「
言
語

活
動
は
、
児
童
の
発
達
段
階
に
即
し

た
も
の
で
あ
る
」
等
を
設
け
、
授
業

が
児
童
の
思
考
力

・
判
断
力

・
表
現

力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
適
切
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
を
中
心
に
評
価
し
協

議
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
以
外

に
も
、
教
員
の
資
質
の
向
上
を
目
指

し
た
項
目
を
設
定
し
て
い
る
。

言
語
活
動
に
お
け
る
評
価
に
つ
い

て
は
、
ま
だ
研
究
中
で
あ
る
。
授
業

実
践
を
通
し
て
、
児
童
一
人
一
人
の

見
取
り
を
大
切
に
し
、
ね
ら
い
と
指

導
と
評
価
の

一
体
化
を
図
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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書
く
活
動
の
推
進
(
掲
示
板
)

全
国
学
力

・
学
習
状
況
調
査
等
の

結
果
、
本
校
児
童
は
「
書
く
活
動
」

が
他
の
領
域
に
比
べ
て
十
分
で
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
学
校

行
事
や
各
学
年
で
行
う
活
動
の
後
、

プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
、
自
分
の
気
持

ち
ゃ
相
手
に
伝
え
る
文
章
を
書
か
せ

る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
教
室
や

児
童
用
玄
関
に
掲
示
板
を
設
置
し
、

他
学
年
の
掲
示
物
も
見
る
機
会
を
設

け
た
。
児
童
は
興
味
を
も

っ
て
友
達

や
他
学
年
の
文
章
を
読
み、

書
く
活

動
に
対
し
て
よ
い
動
機
付
け
や
習
慣

付
け
と
な
っ
て
い
る
。

回
読
み
聞
か
せ

本
校
に
は
、
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
「
朝
の
読
書
の
時
間
」
に
保

護
者
や
地
域
の
方
が
「読
み
聞
か
せ
」

に
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
《
読
書
活

動
の
充
実
は
も
と
よ
り
、
人
間
形
成

(三)授業評価カード

読み聞かせの様子

の
情
緒
を
養
う
要
素
と
も
な
っ
て
い

る。

四
成
果
と
課
題

付

研

究
授
業
で
、
各
学
年
に
応
じ

た
言
語
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め

の
手
立
て
に
取
り
組
み
、
事
例
研

究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

ω
言
語
活
動
の
充
実
は
、
全
教
科

等
を
通
じ
て
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
時
点
で
は
ほ
ぼ
国
語
科
に
限
ら

れ
て
い
る
。
他
の
教
科
で
の
実
践

等
も
研
修
計
画
に
位
置
付
け
た
い
。

臼

各
教
科
等
で
ど
の
よ
う
な
思
考

力
・
判
断
力

・
表
現
力
を
身
に
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
各

教
科
等
の
目
標
や
内
容
を
確
実
に

把
握
し
、
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力

に
ふ
さ
わ
し
い
言
語
活
動
を
位
置

付
け
た
全
体
計
画
や
指
導
計
画
の

作
成
を
進
め
た
い
。

五

お

わ

り

に

「
言
語
活
動
の
充
実
」
に
向
け
て
、

研
究
を
始
め
た
ば
か
り
で
、
手
探
り
の

状
態
で
あ
る
。
今
後
も
、
授
業
研
究
や

職
員
研
修
で
「
本
校
の
課
題
は
何
か
」

「
児
童
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
は
何

か
」
「
教
員
と
し
て
よ
り
向
上
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
質
は
何
か
」
を
考

え
、
全
教
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。



(4) 

一
地
域
産
業
の
教
材
化

一

一
日
本
一
の
生
産
量
を
誇
る

一

一

松
前
の
小
魚
海
産
珍
味

一

一

松
前
町
立
松
前
小
学
校

一

，

二
宮
和
広

一

松
前
町
は
、
道
後
平
野
の
西
南
部
に

位
置
し
、
人
口
は
三
万

一
千
人
で
あ
る
c

伊
予
の
三
義
民
の

一
人
、
義
農
作
兵
衛

の
生
誕
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

町
の
大
部
分
が
海
抜
二
0
メ
ー
ト
ル

以
下
の
平
野
で
あ
り
、
中

・
東
部
の
田

園
地
帯
で
は
、
肥
沃
な
土
地
と
重
信
川

の
豊
か
な
地
下
水
等
を
生
か
し
て
米
、

は
だ
か
麦
等
の
穀
物
や
近
郊
農
業
と
し

て
の
野
菜
の
生
産
が
盛
ん
で
あ
る
，
か

つ
て
沿
岸
漁
業
で
栄
え
た
伊
予
灘
沿
岸

に
は
、
世
界
で
ト

ッ
プ
ク
ラ
ス
の
シ
ェ

ア
を
誇
る
炭
素
繊
維
工
場
、
日
本

一
の

小
魚
珍
味
生
産
量
を
誇
る
海
産
珍
味
工

場
群
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
大
型
商
業

施
設
も
で
き
、
地
域
産
業
は
時
代
の
変

化
に
応
じ
た
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。

平成23年12月1日きびひ第30-1子

松前港にある珍味
発祥の地の記念碑

O

原
材
料
の
仕
入
、
製
品
の
販
売
、

働
く
人
の
通
勤
圏
等
に
お
い
て
他
地

域
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と

J

児
童
は
、
販
売
さ
れ
て
い
る
珍
味
の

袋
調
べ
、
松
前
で
作
ら
れ
て
い
る
珍
味

の
食
味
体
験
、
小
魚
珍
味
の
全
国
シ
ェ

ア
グ
ラ
フ
や
珍
味
工
場
の
生
産
の
様
子

(
写
真
)
等
を
も
と
に
、
珍
味
工
場
に

つ
い
て
調
べ
て
み
た
い
こ
と
を
話
し
合

い
、
学
習
問
題
「
珍
味
工
場
で
は
、
よ

い
品
物
を
た
く
さ
ん
作
り
、
そ
れ
を
売

る
た
め
に
、
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い
る

の
か
。」

を
作
っ
た
。
次
に
、
予
想
を

立
て
、
そ
れ
を
も
と
に
原
料
の
種
類
や

入
手
先
、
入
手
の
工
夫
、

生
産
工
程
と

生
産
の
工
夫
、
製
品
の
開
発
の
努
力
、

販
売
先
や
販
売
の
工
夫
等
に
つ
い
て
具

体
的
に
調
べ
る
計
画
を
立
て
た
。
計
画

に
し
た
が

っ
て
副
読
本

「松
前
の
く
ら

し
」
を
活
用
し
て
調
べ
た
後
、
珍
味
工

場
の
生
産
の
工
夫
等
に
つ
い
て
さ
ら
に

詳
し
く
調
べ
た
い
こ
と
や
疑
問
に
恩

つ

珍味工場見学(機械で焼く 。)

た
こ
と
を
出
し
合
い
、
校
医
に
あ
る
珍

味
工
場
の
見
学

・
調
査
を
行
っ
た
。

児
童
は
見
学
の
視
点
を
明
確
に
も
ち
、

意
欲
的
に
工
場
見
学
を
行
っ
た
。
児
童

は
、
働
く
人
々
の
掠
子
を
詳
し
く
観
察

し
た
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
り
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
機
械
化
、
分
業
化
さ

れ
た
作
業
の
中
で
、
よ
り
よ
い
製
品
を

作
る
た
め
に

一
人
一
人
が
自
分
の
専
門

技
術
を
磨
き
責
任
を
も
っ
て
仕
事
を
し

て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
。
ま
た
、
自
分
た
ち
が
帽

子
を
か
ぶ
り
服
の
塵
を
落
と
し
消
毒
し

て
工
場
内
に
入
ら
せ
て
も
ら

っ
た
体
験

か
ら
、
衛
生
面
に
特
に
注
意
し
て
い
る

こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

児
童
は
、
見
学
を
通
し
て
松
前
の
特

色
を
生
か
し
た
珍
味
工
場
の
仕
事
の
工

夫
に
つ
い
て
具
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
れ
も
毎
年
ご
協
力
い
た

だ
い
て
い
る
地
元
企
業
の
お
か
げ
で
あ

る
。
感
謝
し
た
い
。

珍味工場見学(焼いたイカをさき
やすいようにやわらかくほぐす。)

こ
れ
ら
の
地
域
産
業
の
特
色
を
生
か

し
て
、
生
活
科
、
社
会
科
、
総
合
的
な

学
習
の
時
間
等
で
教
材
の
開
発

・
活
用

に
努
め
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
第
三
学

年
社
会
科

「松
前
の
珍
味
工
場
」
の
実

践
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

松
前
町
の
珍
味
生
産
は
、
約

一
0
0

年
前
、
地
元
の
浜
田
佐
太
郎
が
、
小
魚

に
味
を
つ
け
て
乾
燥
さ
せ
た
「
儀
助
煮

(ぎ
す
け
に
)
」
を
作
っ
た
こ
と
に
始

ま
る
。
や
が
て
、
珍
味
は
、
松
前
の
「
お

た
た
」
に
よ
っ
て
盛
ん
に
売
ら
れ
各
地

に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
各
工
場

で
製
品
の
開
発
や
販
路
拡
大
に
努
め
、

小
魚
珍
味
の
生
産
は
全
国
の
約
七

O
%

の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
る
。

本
校
区
に
は
、
町
の
重
要
な
生
産
活

動
の

一
つ
で
あ
る
珍
味
工
場
が
数
多
く

分
布
し
て
お
り
、

第
三
学
年
社
会
科
学

習
の
中
心
で
あ
る
工
場
の
見
学

・
調
査

を
通
し
て
次
の
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て

授
業
実
践
を
行

っ
て
い
る
。

O

松
前
町
に
は
、
地
域

の
特
色
を
生
か
し
て

様
々
な
生
産
に
関
す
る

仕
事
が
あ
り
、
そ
れ
ら

は
自
分
た
ち
の
生
活
を

支
え
て
い
る
こ
と
。

O

珍
味
工
場
で
は
、
原

材
料
の
入
手
、
加
工
、

販
売
、
製
品
開
発
等

様
々
な
仕
事
で
工
夫
を

し
て
い
る
こ
と
。

珍味工場見学 (きちんとさけてい
るか。ごみなどが入っていないか。
一つ一つ確認をする。)
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鬼
北
文
楽
は
、
泉

S

F

ハ
U

E

ハ

F
.村
(旧
広
見
町
)
の

承

………

前

岩
谷
部
落
を
中
心
に

一五¥
"
に

・4

「
泉
文
楽
」
と
し
て

川

七

居

始
ま
っ
た
。
当
時
、

ト
も

土

泉
村
で
は
浄
瑠
璃
が

居

一3

'
盛
ん
で
、
全
戸
で
口

遺

間

暇

ず
さ
ん
で
い
た
と
も

E

t
v片

言
わ
れ
る
。
阿
波
か

疋

「

泉

ら
持
瑠
璃
語
り
を
招

二
L

M
n
ロ
立

・
い
て
、
稽
古
を
つ
け

4
dリ
'

M
U

1

T
l
e

五

三

畑

て
も
ら
っ
た
こ
と
も

伝

一
川

制

あ
る
そ
う
だ
。
大
正

に
口
一
汗

;
c
一
の
頃
は
、

一
座
が
興

行
に
来
る
ほ
ど
だ
っ

た
が
、
や
が
て
、
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
が
盛

ん
に
な
り
、
興
行
は
途
絶
え
た
。
そ
し

て
、
映
画
の
登
場
に
よ
り
浄
瑠
璃
歌
舞

伎
も
姿
を
消
し
て
い
き
、
や
が
て
戦
争

の
時
代
を
迎
え
る
。

浄
瑠
璃
が
復
活
し
た
の
は
、
終
戦
後

の
こ
と
で
あ
る
。
復
員
の
兵
隊
や
引
き

揚
げ
者
な
ど
で
活
気
づ
い
た
部
落
で
、

浄
瑠
璃
会
が
始
ま
っ
た
。
数
名
の
指
導

者
と
二
名
の
三
味
線
弾
き
の
下
、
多
数

の
弟
子
が
集
ま
り
、
盛
大
な
発
表
会
も

行
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
会

に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
毛
利
氏
が
、

阿
波
の
人
形
や
衣
装
道
具

一
式
を
提
供

し
た
。
こ
の
人
形
は
、
江
戸
初
期
の
三

名
座
の
一
つ
と
し
て
四
百
年
の
歴
史
を

誇
っ
て
い
た
淡
路
の
上
村
平
太
夫

一
座

が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
一
伸
一

ひ(5)平成23年12月l円

は
明
治
三
十
年
頃
の
四
悶
公
演
の
と
き
、

泉
村
で
芝
居
を
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、

大
雪
に
遭
い
、
そ
の
他
諸
事
情
に
よ
り

解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、

一
座
の
中
の
数
人
の
太
夫
は
、
泉
村
に

住
ん
だ
そ
う
で
あ
る
。
特
に
、
人
形
の

頭
(
か
し
ら
)
三
十
九
点
は
、
徳
島
の

名
工
と
呼
ば
れ
た
天
狗
久

(
て
ん
ぐ
ひ

さ
)
ら
の
作
で
、
芸
術
性
の
高
い
貴
重

な
作
品
で
あ
る
。

そ
の
後
の
昭
和
三
十
九
年
、

「鬼
北

文
楽
」
と
し
て
、
県
有
形
文
化
財
の
指

定
を
受
け
る
。
天
狗
久
の
人
形
の
み
な

ら
ず
、
舞
台
の
す
ば
ら
し
さ
も
語
り
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
指
導
者
が

い
な
い
こ
と
や
、
火
災
で
人
形
を
失
う

こ
と
な
ど
に
よ
り
、
鬼
北
文
楽
は
消
滅

し
て
い
っ
た
。

鬼
北
文
楽
が
復
活
し
た
の
は
、
作
家

の
宇
野
千
代
が
阿
波
の
名
工

・
天
狗
久

の
伝
記
を
取
り
上
げ
て
、

一
種
の
ブ
ー

ム
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る

3

火
災
に
遭

っ
た
天
狗

久
の
人
形

の
修
理
が
、

熱
意
あ
る

方
々
の
尽

力
で
計
画

さ
れ
、
復

元
さ
れ
た
。

「傾
城
阿

波
の
鳴
門
」

の
お
弓
が
修
復
さ
れ
、
人
形
帥
の
川
村

氏
よ
り
、
お
鶴
が
制
作
・
山
河
川
贈
さ
れ
た。

こ
の
一
一
体
が
鬼
北
文
楽
復
活
の
糸
口
に

な
っ
た
。
特
に
、
お
弓
の
一
政
は
、
名
品

と一
吉
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
六
十
二
年、

「鬼
北
文
楽
保
存
会
」
が
作
ら
れ
、
さ

ら
に
、
平
成
五
年
に
は
後
援
会
が
発
足

し
た
。
平
成
九
年
、
鬼
北
文
楽
の
人
形

遣
い
は
町
の
無
形
文
化
財
の
指
定
を
受

け
、
現
在
で
は
後
継
者
も
交
え
て

H
々

練
習
し
、
公
演
活
動
も
意
欲
的
に
行
っ

て
い
る
。

そ
の
中
で
、
平
成
十
一
年
、
泉
小
学

校
で
の
初
め
て
の
上
演
を
機
に
、
児
童

と
の
交
流
及
び
文
楽
の
指
導
が
始
ま
っ

た
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
中
で
の

取
組
は
、
鬼
北
文
楽
ク
ラ
ブ
に
引
き
継

が
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
、
九
名
の

児
童
が
、
鬼
北
文
楽
保
存
会
の
一二
名
の

指
導
者
の
指
導
を
受
け
、
練
習
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
毎
年
、
九
月
の
敬
老
会
、

十

一
月
の
学
芸
会
、
一二
月
の
施
設
等
の

訪
問
で
、
文
楽
を
上
演
し
て
い
る
。

現
在
、
泉
小
学
校
の
鬼
北
文
楽
ク
ラ

ブ
が
演
じ
て
い
る
の
は
、

「
ア
イ
、
父

さ
ん
の
名
は
十
郎
兵
衛
、
母
さ
ん
の
名

は
、
お
弓
と
申
し
ま
す
。
:
:
:
。
」
の

台
詞
で
有
名
な
「
傾
城
阿
波
鳴
門
巡
礼

歌
の
段
L

で
あ
る
。
十
郎
兵
衛
と
妻
お

弓
は
、
幼
い
娘
お
鶴
を
祖
父
母
に
預
け
、

殿
様
の
盗
ま
れ
た
大
切
な
刀
を
探
す
が
、

な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
追
っ
手
が

迫
り
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、

引

刊

一一
巡
礼
安
の

-E酌
団

お
鶴
が
訪

.

.

.

.
 ね
て
く
る

・
・
・
圃

と
い
う
場

・
園
開
凶
聞
を
、

児

開

a開
U
章
は
お
弓

M

，F
d
と
お
鶴
の

同
型
、
直
気
持
ち
を

仁

F
K岨
考
え
な
が

・・vJ
q昌
司

凶

.
，
円
泊

ら

、
三
人

・
圃
困

E
一
組
で
人

形
を
操
る
。
ま
た
、
浄
瑠
璃
の
メ
ン
バ
ー

は
お
鶴
の
言
葉
の
部
分
を
担
当
し
て
い

る。
ク
ラ
プ
に
は
、
「
地
域
の
伝
統
文
化

を
受
け
継
い
で
い
こ
う
」
と
い
う
児
童

が
入
っ
て
く
る
。
鬼
北
文
楽
は
、

伝
統

文
化
に
触
れ
る
貴
重
な
体
験
で
あ
り、

地
域
に
つ
い
て
学
び
、
伝
統
を
受
け
継

い
で
い
こ
う
と
す
る
心
情
が
高
ま
る
と

と
も
に
、
積
極
的
に
伝
統
芸
能
に
参
加

す
る
態
度
が
養
わ
れ
る
。
人
形
を
遣
う

者
、
浄
瑠
璃
を
担
当
す
る
者
、
そ
れ
ぞ

れ
、
丁
寧
に
指
導
し
て
い
た
だ
く
の
で、

児
童
は
徐
々
に
覚
え
、
上
手
に
演
じ
る

よ
う
に
な
る
。
人
形
が
ま
る
で
生
き
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
と
き
が
あ
り
、

難

し
い
け
れ
ど
、
達
成
感
を
感
じ
る
よ
う

で
あ
る
。
地
域
の
貴
重
な
文
化
を
、
今

後
に
つ
な
げ
た
い
と
い
う
思
い

で
取
り

組
ん
で
い
る
指
導
者
の
方
々
の
熱
意
を

受
け
継
ぎ
、
鬼
北
文
楽
ク
ラ
ブ
の
活
動

も
、
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
。
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支
部
だ
よ
り

四
国
中
央
支
部

四
国
中
央
支
部
の
今
年
度
の
主
な
活

動
は
、
第
四
十
回
教
育
文
化
講
演
会
の

参
加
と
支
部
教
育
文
化
講
演
会
の
開
催

で
す
。

県
の
教
育
文
化
講
演
会
に
は
、
四
国

中
央
市
か
ら
九
十
名
が
参
加
し
、
露
の

団
六
さ
ん
の

『ダ
ウ
ン
症
の
ア
ニ
キ
を

も
っ
て
』
と
い
う
講
演
を
聴
き
ま
し
た
。

軽
快
な
語
り
口
の
中
に
込
め
ら
れ
た
お

兄
さ
ん
に
対
す
る
愛
情
と
、
障
が
い
に

つ
い
て
正
し
く
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い

う
熱
い
思
い
が
伝
わ

っ
て
き
ま
し
た
》

支
部
教
育
文
化
講
演
会
は
、
八
月
十

一
日、

三
島
福
祉
会
館
に
お
い
て
開
催

し
、
市
内
の
教
職
員
と
教
職
員
O
B
合

わ
せ
て
約
四
百
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま

し
た
。
講
師
に
は
、
越
智
郡
上
島
町
「
し

ま
の
会
社
」
代
表
取
締
役
の
兼
頭

一
司

先
生
を
お
招
き
し
、
『
未
来
の
子
ど
も

達
に
残
し
伝
え
た
い
も
の
』
と
い
う
演

題
で
お
話
を
お
聴
き
し
ま
し
た
。
兼
頭

先
生
は
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
た
地
域
興
し
を
積
極
的
に
展
開
さ
れ

て
お
り
、
自
然
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

も
ち
、
画

一
化
さ
れ
た
教
育
で
は
な
く
、

子
ど
も
の
心
を
い
か
に
健
全
に
育
て
て

い
く
か
を
大
切
に
し
た
よ
り
よ
い
社
会

を
子
ど
も
達
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
、

力
強
く
話
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
も
、
部
員
の
先
生
方
と
協
力
し

な
が
ら
、
よ
り
充
実
し
た
活
動
を
企
剛

運
営
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

西

会 L
フR

音B

支

西
条
支
部
の
今
年
度
の
活
動
は
、
教

育
文
化
講
演
会
へ
の
参
加
と
教
職
員
美

術
展
の
開
催
で
す
。

第
四
十
回
教
育
文
化
講
演
会
へ
は
、

西
条
支
部
か
ら
百
二
十
名
が
参
加
し
ま

し
た
。
講
師
の
露
の
団
六
師
匠
と
そ
の

講
演
内
容
に
惹
か
れ
て
、
参
加
割
当
人

数
を
上
回
る
希
望
が
あ
り
ま
し
た
。
「ダ

ウ
ン
症
の
ア
ニ
キ
を
も
ソ
て
」
と
題
し

て
の
講
演
で
は
、
重
度
の
「
障
碍
L

を

も

っ
た
お
兄
さ
ん
と
の
半
生
を
愛
情
あ

ふ
れ
る
関
西
弁
で
軽
妙
に
語
ら
れ
、
世

の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
る
こ
と
が

「
普
通
」
で
あ
り
大
切
で
あ
る
こ
と
を

伝
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

教
職
員
美
術
展
は
、
十
月
末
に
開
催

す
る
予
定
で
す
。
夏
季
休
業
中
に
実
施

の
校
内
実
技
研
修
等
で
作
成
し
た
自
信

作
や
壮
年
部
が
主
催
す
る
あ
お
ば
窯
教

室
(
地
域
の
陶
芸
家
、
青
葉
太

一
先
生

の
ご
指
導
)
で
作
ら
れ
た
作
品
の
数
々

が
展
示
さ
れ
ま
す
。
市
内
三
十
五
校
全

て
の
学
校
か
ら
出
品
が
あ
り
、
そ
の
数

は
今
年
も
四
百
五
十
点
余
り
。
作
品
制

作
を
通
し
て
、
地
域
の
芸
術
家
と
の
交

流
を
深
め
る
と
と
も
に
、
教
職
員
同
士

の
つ
な
が
り
を
強
め
る
よ
い
機
会
と
な

っ
て
い
ま
す
。
各
校
の
文
化
部
員
さ
ん

の
ア
イ
デ
ア
を
生
か
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト

で
展
示
会
場
は
さ
ら
に
華
や
か
に
な
り
、

今
年
度
も
盛
大
に
開
催
で
き
る
も
の
と

期
待
し
て
い
ま
す
。

伊

予

支

音B

伊
予
支
部
で
は
、
毎
年
、
文
化
部
が

中
心
と
な
り
、
支
部
主
催
の
教
育
文
化

講
演
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

各
学
校
で
行
わ
れ
る
有
意
義
な
講
演
会

に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
依
頼
し
て
、

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す

3

昨
年
度
は
、
愛
教
研
第
三
十
九
回
教

育
文
化
講
演
会
の
中
予
会
場
の
世
話
係

を
担
当
し
ま
し
た
。
支
部
内
に
会
場
を

設
け
た
の
で
、
支
部
会
員
に
は
、
例
年

以
上
の
参
加
を
得
て
、
奥
村
幸
治
氏
の

熱
い
思
い
を
間
近
で
聴
く
よ
い
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
愛
教
研
伊
予
支

部
創
立
五
十
周
年
の
記
念
講
演
も
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
大
き
な
講
演
会
が
二
つ

あ

っ
た
の
で
、
文
化
部
中
心
の
講
演
会

は
、
実
施
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
年
度
は
、
十
二
月
二
十
六
日
に
、

落
語
家
の
古
今
亭
菊
志
ん
氏
を
講
師
に

招
き
、
松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
で
、

講
演
会
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
氏
は
、

愛
媛
大
学
教
育
学
部
を
卒
業
さ
れ
、
教

員
免
許
状
を
取
得
さ
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。
教
師
を
目
指
し
な
が
ら
、
落
語
家

に
転
身
さ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
に
興

味
津
々
で
す
。

受
講
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

ぜ
ひ

上

浮

穴

支

部

上
浮
穴
支
部
で
は
郡
教
育
美
術
展

・

音
楽
発
表
会
等
を
計
画
・
運
営
す
る
と

と
も
に
、
教
育
文
化
講
演
会
へ
の
積
極

的
な
参
加
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

の
活
動
を
通
し
て
、
教
育
専
門
職
と
し

て
の
視
野
を
広
め
、
資
質
の
向
上
を
図

る
と
と
も
に
、
上
浮
穴
郡
文
化
活
動
の

推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し

て
い
ま
す
。

十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
郡
教

育
美
術
展
を
開
催
し
、
書
写
、
図
工
・

美
術
、
技
術

・
家
庭
科
に
お
け
る
主
任

会
も
兼
ね
た
審
査
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

退
職
さ
れ
た
先
生
方
の
ご
協
力
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
作
品
審
査
や
作
品
制
作

の
研
修
を
す
す
め
る
こ
と
が
、
小
規
模

校
の
多
い
上
浮
穴
の
先
生
方
に
と

っ
て

よ
い
機
会
と
な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
小
中
学
校
の
連
携
に
よ
る
郡

音
楽
発
表
会
は
、
産
業
文
化
会
館
を
会

場
に
、
参
加
校
が
一
堂
に
会
し
て
実
施

さ
れ
ま
す
。
富
も
ち
ら
つ
く
寒
い
季
節

の
開
催
に
な
り
ま
す
が
、
少
人
数
な
が

ら
も
温
も
り
の
あ
る
活
動
に
な
っ
て
い

ま
す
。

少
子
高
齢
化
に
伴
い
、
過
疎
化
の
進

む
上
浮
穴
郡
で
は
あ
り
ま
す
が
、
教
育

委
員
会
や
教
育
会
、
ま
た

O
B
の
方
々

の
支
援
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
「
上
浮

穴
で
し
か
で
き
な
い
教
育
の
推
進
」
を

合
言
葉
に
、
日
々
の
教
育
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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支

音R

大

洲

ひ

大
洲
支
部
の
、
正
な
活
動
は
、
教
育
文

化
講
演
会
へ
の
参
加
呼
び
か
け
と
文
化

部
研
修
旅
行
の
実
施
で
す
。

今
回
は
特
色
あ
る
活
動
と
し
て
、
研

修
旅
行
を
紹
介
し
ま
す
。
今
年
は
、

一

学
期
に
参
加
者
を
募
り
、
夏
季
休
業
中

(
週
休
日
)
に
実
施
し
ま
し
た
。
行
き

先
は
、
文
化
的
な
場
所
で
親
睦
を
図
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
目
的
達
成
の
た

め
、
マ
イ

ン
ト
ピ
ア
別
子
と
ア
サ
ヒ

ビ
l
ル
工
場
、
そ
し
て
、
愛
媛
県
科
学

博
物
館
に
決
定
し
ま
し
た
。

パ
ス
の
中
で
は
、
な
ご
や
か
な
雰
囲

気
の
中
で
楽
し
い
会
話
が
飛
び
交
い
ま

す
。
い
ざ
、
目
的
地
に
着
く
と
み
ん
な

真
剣
な
表
情
で
研
修
(
見
学
)
を
し
ま

し
た
。
お
土
産
に
似
顔
絵
を
描
い
て
も

ら
い
、
悦
に
入
っ
て
い
る
参
加
者
も
多

く
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
メ
イ
ン
イ
ベ

ン
ト
の
昼
食
会
場
(ア
サ
ヒ
ピ

1
ル
園
)

で
は
、

「
O
O放
題
」
と
い
う
言
葉
を

忠
実
に
実
践
し
、
み
ん
な
で
大
い
に
語

り
、
大
い
に
食
文
化
を
楽
し
み
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
食
事
後
の
科
学
博
物
館
で

も
し
っ
か
り
研
修
し
ま
し
た
。
特
に
プ

ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
は
最
高
で
し
た
。

こ
の
行
事
は
支
部
の
活
動
費
で
補
助

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

個
人
や
グ
ル
ー
プ
で
行
く
よ
り
も
断
然

お
得
で
す
。
例
年
二
十
l
一二
十
名
の
参

加
人
数
で
す
が
、
大
洲
支
部
の
元
気
な

一
面
が
見
え
る
活
動
で
す
。
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多

喜
多
支
部
の
主
な
活
動
は
、
教
育
文

化
講
演
会
へ
の
参
加
呼
び
か
け
と
、
支

部
文
化
活
動
の
企
岡
・
運
営
で
す
。

今
年
度
の
教
育
文
化
講
演
会
は
、
前

評
判
も
よ
く
、
支
部
割
り
当
て
の
参
加

者
数
を
上
凶
る
希
望
者
が
あ
り
ま
し
た

が
、
残
念
な
が
ら
当
日
、
講
師
の
体
調

不
良
の
た
め
、
中
止
に
な
り
ま
し
た
。

支
部
文
化
活
動
で
は
、
こ
こ
数
年
、

夏
季
休
業
中
に
、
地
元
に
関
係
の
あ
る

講
師
を
招
き
、
体
験
的
な
活
動
を
取
り

入
れ
た
研
修
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
《

し
か
し
、
参
加
者
が
少
な
い
状
況
が
続

い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
年
度
は
、

他
の
支
部
の
活
動
状
況
を
調
べ
た
り
、

会
員
の
要
望
を
聞
い
た
り
し
て
、
研
修

内
容
を
検
討
し
ま
し
た
〉
そ
の
結
果
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
劇
場
で
「
誓
い
の
コ
イ
ン
」

の
観
劇
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

参
加
者
の
増
加
に
は
至
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
観
劇
後
に
、
内
子
町
出
身
の

出
演
者
(
加
藤
富
子
さ
ん
)
ら
と
談
話
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
参
加
者
の

感
想
か
ら
も
「
生
の
舞
台
を
観
る
こ
と

が
少
な
い
の
で
、
よ
い
経
験
が
で
き

た。
」
「
今
後
の
遠
足
計
画
を
立
て
る
際

や
学
芸
会
の
指
導
に
当
た

っ
て
の
参
考

に
な
っ
た
。
」
等
の
感
想
を
聞
く
こ
と

が
で
き
、
有
意
義
な
活
動
に
な

っ
た
と

思
い
ま
す
。

教
職
員
と
し
て
の
見
聞
を
広
め
る
よ

い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

宇

和

島

支

部

宇
和
島
支
部
で
は
、
毎
年
壮
年
部
主

催
で
「
教
職
員
夏
季
研
修
会
」
を
行
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
目
的
は
、
「
教
育
専

門
職
と
し
て
の
資
質
・
能
力
の
向
上
を

図
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
に
生
き
る

一
人
の
人
間
と
し
て
、
人
間
力
の
向
上

を
目
指
す
」
こ
と
で
す
。

今
年
度
は
、
「
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
l
L
や

「介
護
入
門
」
「
カ
ヌ

1
L
な
ど
、
十

の
講
座
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

「折
り
紙
教
室
講
座
」
で
は
、
地
域

の
方
を
講
師
に
招
き
、
教
室
掲
示
に
使

え
る
作
品
作
り
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

家
族
で
参
加
さ
れ
た
先
生
も
い
て
、
会

場
は
真
剣
な
中
に
も
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な

雰
囲
気
と
な
り
ま
し
た
《

「夏
の
ガ

l
デ
ニ
ン
グ
講
座
」
で
は
、

地
域
の
生
花
庄
の
方
を
講
師
に
迎
え
、

季
節
の
花
を
鉢
に
植
え
る
活
動
を
行
い

ま
し
た
。
ど
の
鉢
も
素
敵
な
作
品
に
仕

上
が
り
ま
し
た
。

「
ピ
l
ズ
制
作
講
座
」
は
、
本
研
修

会
で
一
番
人
気
が
あ
る
講
座
で
す
。
た

く
さ
ん
の
先
生
方
が
熱
心
に
作
品
作
り

に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
研
修
会
は
、
各
講
座
に
お
い
て

と
て
も
意
義
あ
る
活
動
が
で
き
、
毎
年

好
評
で
す
。
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
が

で
き
る
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
人
々
と

の
つ
な
が
り
が
深
め
ら
れ
る
と
い
う
点

で
、
今
後
も
継
続
し
て
行
っ
て
い
き
た

い
活
動
だ
と
思
い
ま
す
。

北

宇

和

支

部

北
宇
和
支
部
の
主
な
活
動
は
、

『教

育
講
演
会
』
で
す
。
講
師
の
選
定
が

一

番
重
要
で
あ
り
、
し
か
も
、
今
年
度
か

ら
教
育
会
北
宇
和
支
部
と
の
共
催
に
な

り、

気
を
遣
い
ま
し
た
。
幸
い
、
松
山

赤
十
字
病
院
副
院
長
小
谷
信
行
先
生
を

講
師
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

会
場
の
泉
小
学
校
に
は
あ
ふ
れ
ん
ば
か

り
の
七
十
四
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し

た
。
「
成
育
医
療
か
ら
み
た
育
児
で
大

切
な
こ
と
」
を
テ
l
マ
に
講
演
し
て

い

た
だ
き
ま
し
た
。
聞
き
手
を
巻
き
込
ん

だ
軽
快
な
語
り
口
で
全
員
が
講
演
に
魅

了
さ
れ
、
貴
重
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
感
想
の
中
で
多
か
っ

た
の
は
、
グ
ラ
デ
l
シ
ョ
ン
思
考
に
関

す
る
も
の
で
、
「
オ
l
ル
オ
ア
ノ
ン
」

か
ら
、
段
階
を
付
け
な
が
ら
考
え
て
い

く
こ
と
の
大
切
さ
や
生
活
リ
ズ
ム
を
整

え
る
こ
と
の
意
義
な
ど
に
つ
い

て
、
具

体
的
に
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
異

業
種
の
専
門
的
な
方
の
話
は
、
興
味
を

も
っ
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い

う
声
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た。

北
宇
和
支
部
は
鬼
北
町
と
松
野
町
の

二
町
で
構
成
さ
れ
、

学
校
数
も
十
二
校

と
少
な
く
小
規
模
で
す
。
し
か
し
、
そ

の
分
一
人

一
人
の
会
員
意
識
が
高
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
文
化
部
で
は
、
教
育

講
演
会
を
メ
イ
ン
と
し
、
会
員
相
互
の

親
睦
と
充
実
し
た
活
動
を
こ
れ
か
ら
も

目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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文
化
部
活
動
状
況

平成23年12月 l円ひ

第
四
十
回
教
育
文
化
講
演
会
の
開
催

一

演

題

ダ
ウ
ン
症
の
ア
ニ
キ
を
も
っ
て

二

講

師

露
の
団
六
氏
(
落
語
家
)

三
期
日
・
会
場
・
参
加
人
数

(担
当
支
部
)

〈
〉
平
成
一

一十
三
年
八
月
三
日
制
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
玉
川

(
今
治

・
越
智
)
七
三

O
人

〈
〉
平
成
二
十
三
年
八
月
三
日
附
愛
媛
文
教
会
館
(
松
山
)

四

六

三
人

※
八
月
凶
日
附
西
子
市
宇
和
文
化
会
館
(
西
予
)
は
、
講
師
体
調
不
良
の
た
め
中
止

四
参
加
者
の
反
応

(
一
部
を
抜
粋
)

〈
〉
生
の
落
語
が
聞
け
、
笑
い
の
中
に
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い、

有
意
義
な
講

演
内
容
で
あ
っ
た

0

0

「
母
に
と
っ
て
は
異
常
で
も
、
私
に
と
っ
て
は
普
通
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
的
で
心

に
残
っ
た

0

0

「
普
通
」
と
は
何
な
の
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
様
々
な
環
境
で
生
き
て
い
る
人
々

が
い
て
、
多
種
多
様
な
生
活
が
あ
る
こ
と
を
素
直
に
受
け
止
め
、
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
努
め
て
い
き
た

い
。

。

特

別
支
援
教
育
と
の
関
連
を
期
待
し
た
た
め
か
、

予
相
少
人
数
を
大
幅
に
超
え
る
参
加

者
で
あ
っ
た
・
障
害
者
の

「害
」
の
字

へ
の
思
い
や
、
障
害
者
を
抱
え
る
家
族
と
し
て

の
思
い
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
参
加
者
か
ら
の
感
想
が
多
か
っ
た
。

。。

「
ひ
び
き
」

(
本
号
)

全
会
員
に
配
布
す
る
。

の
発
行

を
編
集
・
発
行
し
、

第30日ー

文
化
だ
よ
り

ひ
び
き

・
第
三
十
号

。

文
化
部
会
の
開
催

一
文
化
活
動
推
進
委
員
会
(
支
部
文
化
部
長
会
)

。

第

一

回

平

成

二

十

三
年
五
月
一二
十
一

日

(
火
)

役
員
選
出

・
事
業
計
画
案
審
議

。

第

二
凶
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
六

H

(木
)
(
予
定
)

本
年
度
の
活
動
の
反
省
、
次
年
度
の
計
削

二

文
化
活
動
推
進
委
員
会

(常
任
文
化
部
員
会
)

〈〉

平
成
二
十
三
年
十
月
三
十

一
日
(
月
)

「
ひ
び
き
し
の
編
集

・
第
四
十
一
凶
教
育
文
化
講
演
会
の
計
両

「
ひ
び
き
」
と
「
愛
媛
の
教
育
」
の
合
本
計
困

(部
長
氏
名
)
(
所
属
校
)

川
上
富
子
(
小
富
士
小
)

中
野
久
(
多
窓
口
浜
小
)

越
智
恵
里
子
(
吉
井
小
)

山
本
祐
美
子
(
日
高
小
)

後

藤

陽

一一
一
(
桑
原
小
)

今
西
俊
介
(
北
古
井
小
)

m中
勝
子
(
北
伊
予
小
)

小
野
敏
信
(
久
万
中
)

大

洲
喜

多

O
八

幡

浜

西

字

和

西

予

宇

和

島

北

宇

和

食

南

宇

和

教
研
局
長

支
部
文
化
部
長

一
覧

(支
部
名
)

四
国
中
央

O
新

居

浜

西

条

女
今
治
・越
智

O
松

山

東

温

O
伊

予

上

浮

穴

(
O部
長

兵

頭

茂

博

(豊
茂
小
)

日

高

文

夫

(大
瀬
中
)

宇
都
宮
正
広

(喜
須
来
小
)

二
宮
み
ね
子

(伊
方
小
)

滝
深
句
子
(
同
之
筋
小
)

山

村

由

美

(高
光
小
)

松

崎

英

紀

(好
藤
小
)

成

宮

伸

亮

(城
辺
中
)

亀

岡

勝

泣

(一一一津
浜
中
)

O
副
部
長

食
常
任
部
員
)
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主 部いでと、にこてを 愛 和 や 三
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編

集

発
行
人

愛
媛
県
教
育
研
究
協
議
会

愛
媛
県
教
育
研
究
協
議
会

題

字

山

下

和

美

三
創
印
刷
株
式
会
社

印
刷
所

教
育
研
究
局
文
化
部

会

長

三

好

龍

二

(
松
山
市
立
内
宮
中
学
校
)
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