
辻
本
雅
彦

（
泉
尾
）

２
月
に
安
倍
晋
三
が
「
子

供
た
ち
を
守
る
」
と
「
休
校
」

を
要
請
し
た
後
、「
専
門
家
会

議
」
は
「
十
代
、
二
十
代
、

三
十
代
の
若
者
が
感
染
を
拡

大
さ
せ
て
い
る
」
と
話
し
て

い
た
。歳

と

歳
で
は
相
当
な
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差
が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
ら
、

そ
の
後
「
子
供
が
感
染
を
拡

大
さ
せ
て
い
る
所
見
は
な
い
」

「
感
染
が
拡
大
し
て
い
る
地

域
で
は
休
校
も
選
択
肢
の
一

つ
」
と
「
休
校
」
に
は
前
向

き
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
積

極
的
に
「
休
校
」
を
や
め
さ

せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

政
治
家
は
パ
チ
ン
コ
屋
さ

ん
に
は
手
を
焼
い
て
い
る
が
、

「
休
校
」
は
容
易
に
で
き
、

全
国
に
蔓
延
し
定
着
し
て
し

ま
っ
た
。
い
ま
さ
ら
「
休
校
」

は
意
味
が
な
か
っ
た
と
は
言

え
な
い
。

こ
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
る

と
き
に
は
（
今
日
は
５
月
９

仲
森
明
正（

渋
谷
）

こ
ん
な
題
名
を
つ
け
る
と

叱
ら
れ
そ
う
だ
。

コ
ロ
ナ
禍
で
収
入
の
道
を

断
た
れ
て
困
っ
て
い
る
人
は

多
い
し
、
仕
事
を
休
み
た
く

て
も
休
め
な
い
人
が
沢
山
い

る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。

現
に
私
の
つ
れ
あ
い
も
訪
問

介
護
の
仕
事
を
し
て
い
る
の

で
、
感
染
に
神
経
を
と
が
ら

せ
な
が
ら
、
毎
日
、
訪
問
を

つ
づ
け
て
い
る
。
感
染
拡
大

を
と
め
る
と
と
も
に
、
社
会

的
弱
者
に
皺
寄
せ
が
い
か
な

い
対
策
が
何
よ
り
求
め
ら
れ

る
。年

金
で
最
低
限
の
生
活
が

で
き
る
私
は
恵
ま
れ
て
い

る
。
一
人
ぐ
ら
し
の
母
の
も

と
へ
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
映
画
や
旅
に
行
け
な
い

の
は
残
念
だ
が
、
も
と
も
と

「
書
斎
派
」
（
？
）
で
あ
る

た
め
、
家
に
籠
る
生
活
は
さ

ほ
ど
苦
痛
で
は
な
い
。

コ
ロ
ナ
禍
は
現
在
の
政
治

や
経
済
、
社
会
の
ひ
ず
み
に

つ
い
て
考
え
る
好
機
だ
。
グ

ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
脆
弱

さ
、
新
自
由
主
義
の
犯
罪
性
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
排
外
主
義
、

自
然
環
境
破
壊
と
感
染
症
の

因
果
関
係
、
同
調
圧
力
と
「
自

粛
警
察
」・
監
視
社
会
の
危
険

性
等
々
。
こ
れ
ら
の
問
題
に

正
面
か
ら
む
き
あ
う
か
、
思

考
停
止
の
ま
ま
早
急
な
収
束

だ
け
を
期
待
す
る
か
、
知
性

が
問
わ
れ
る
。
高
齢
者
に
求

め
ら
れ
る
の
は
経
験
と
知
識

に
支
え
ら
れ
た
本
物
の
知
恵

で
は
な
か
ろ
う
か
。

個
人
的
に
は
、
自
分
の
机

の
上
や
引
き
出
し
を
整
理
す

る
時
間
が
で
き
た
。
学
生
時

代
に
つ
く
っ
た
文
集
や
名
簿
、

奨
学
金
手
帳
や
昔
の
日
記
ま

で
出
て
き
た
。
技
術
革
新
で

電
子
情
報
機
器
が
す
ぐ
に
使

え
な
く
な
る
の
に
対
し
て
、

紙
資
料
は
偉
大
だ
と
痛
感
す

る
。
未
練
を
も
ち
な
が
ら
も

毎
日
少
し
ず
つ
処
分
し
て
い

る
。

（
五
月
一
〇
日
記
）

川
上
憲
一

（
和
泉
定
）

連
日
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
の

中
で
、
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ

る
題
目
は
〝
三
密
を
避
け
る

こ
と
〟
で
あ
る
。
日
常
生
活

一
般
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い

る
中
で
、
と
り
わ
け
学
校
現

場
に
直
結
す
る
内
容
で
あ
る

と
受
け
止
め
た
。

前
後
の
対
策
準
備
の
時
間

も
与
え
ぬ
ま
ま
、
安
倍
政
権

に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
休

校
宣
言
（
地
域
に
よ
っ
て
は

そ
の
後
遺
症
）
が
原
稿
執
筆

日
で
す
）「
休
校
」
は
大
阪
で

も
解
除
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
今
度
感
染
が
拡

大
し
て
も
、「
学
級
閉
鎖
」
で

対
応
し
、
授
業
を
受
け
る
機

会
を
奪
い
、
保
護
者
に
過
度

の
負
担
を
か
け
、
ク
ラ
ブ
活

動
も
さ
せ
ず
、
学
校
関
係
の

仕
事
を
な
く
す
な
ど
、「
副
作

用
」
の
大
き
い
「
休
校
」
は

避
け
て
も
ら
い
た
い
。
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の
ク
ラ
ブ
活
動
は

難
し
い
し
、
都
道
府
県
大
会
、

全
国
大
会
が
な
く
な
っ
て
い

く
の
は
、
あ
ま
り
に
も
ひ
ど

い
話
と
思
っ
て
い
ま
す
。

松
本
千
賀
子

（
布
施
北
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
が
日
本
中
・
世
界
中
に
広

が
り
、「
緊
急
事
態
宣
言
」
が

延
長
さ
れ
た
。
こ
の
拙
文
が

ニ
ュ
ー
ス
に
掲
載
さ
れ
る
頃

に
は
、
緊
急
事
態
宣
言
は
一

旦
解
除
さ
れ
、
細
心
の
注
意

を
払
い
な
が
ら
、
長
く
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
と
付
き
合
っ
て

い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

と
思
う
。

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
プ
リ
ン
セ

ス
号
内
に
お
け
る
感
染
広
が

り
で
、
国
民
の
眼
に
明
ら
か

と
な
っ
た
が
、
安
倍
首
相
は

「
桜
問
題
」
か
ら
逃
げ
回
り
、

モ
リ
カ
ケ
問
題
を
終
わ
っ
た

も
の
と
ゴ
マ
カ
シ
、
大
阪
財

務
局
職
員
・
故
赤
木
氏
の
遺

書
が
公
開
さ
れ
て
も
責
任
を

感
じ
て
い
な
い
。
安
倍
首
相

は
憲
法
改
悪
（
特
に
九
条
改

悪
）
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
こ

と
し
か
頭
に
な
か
っ
た
し
今

も
な
い
と
思
う
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
を

利
用
し
て
、
憲
法
審
査
会
を

開
き
「
緊
急
事
態
条
項
を
入

れ
る
」
と
い
う
声
が
自
民
党

内
を
中
心
に
、
国
民
世
論
に

も
広
が
っ
て
い
る
。
国
民
世

論
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、

特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

時
の
今
も
続
い
て
い
る
。

も
う
何
十
年
も
前
か
ら
、

全
国
で
生
徒
、
教
職
員
、
保

護
者
ぐ
る
み
で
訴
え
続
け
て

き
た
３
０
人
学
級
実
現
の
要

求
を
ま
じ
め
に
取
り
上
げ
て

こ
な
か
っ
た
政
府
文
科
省
、

教
育
委
員
会
の
怠
慢
が
、
い

ま
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
厳
し

く
問
わ
れ
て
い
る
。

今
こ
そ
、
教
職
員
の
増
員

と
一
教
室
の
生
徒
数
を
少
な

く
し
て
安
心
・
安
全
、
行
き

届
い
た
教
育
を
実
現
す
る
た

め
の
喫
緊
の
時
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
、
す
で

に
破
綻
し
て
い
る
の
に
経
済

対
策
と
し
て
、
日
本
銀
行
は

国
債
を
買
い
上
げ
る
上
限
を

撤
廃
し
、
危
機
的
な
財
政
を

よ
り
恐
怖
に
し
て
い
る
。
一

九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
の
日

本
経
済
の
空
洞
化
と
怖
さ
は
、

可
視
化
さ
れ
た
。

「
自
粛
と
補
償
は
一
体
で
」

と
い
う
国
民
の
声
と
立
憲
野

党
の
連
帯
は
少
し
ず
つ
政
治

を
動
か
し
つ
つ
あ
る
。
日
本

国
憲
法
の
表
現
の
自
由
・
社

会
権(

教
育
権
・
労
働
権
・
生

存
権
等)

・
財
産
権
を
土
台
に

前
を
向
き
、
今
で
き
る
こ
と

は
何
か
と
毎
日
考
え
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
火
事
場

泥
棒
の
よ
う
な
「
検
察
庁
法

改
定
案
」
に
対
し
、
市
民
と

立
憲
野
党
の
と
り
く
み
に
加

え
て
、
短
期
間
に
ツ
イ
ッ
タ

ー
上
に
著
名
人
の
投
稿
も
含

め
、
１
０
０
０
万
件
を
超
え

る
抗
議
＝
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
デ

モ
」
が
集
中
し
、
今
通
常
国

会
で
廃
案
に
追
い
込
ん
だ
の

は
画
期
的
な
出
来
事
で
し
た
。

同
時
に
異
例
と
も
い
え
る

元
検
察
庁
最
高
幹
部
の
異
議

申
し
立
て
は
、「
検
察
が
委
縮

し
て
人
事
権
ま
で
政
権
側
に

握
ら
れ
、
起
訴
・
不
起
訴
の

決
定
な
ど
公
訴
権
の
行
使
に

ま
で
干
渉
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
ら
検
察
の
国
民
の
信

託
に
応
え
ら
れ
な
い
」
と
の

三
権
分
立
の
準
執
行
官
と
し

て
の
検
察
の
誇
り
と
執
念
は
、

腐
敗
し
き
っ
た
安
部
政
治
に

失
望
し
て
い
る
多
く
の
国
民

に
衝
撃
を
あ
た
え
ま
し
た
。

ロ
ッ
キ
ー
ド
疑
惑
事
件
で

の
現
職
田
中
角
栄
首
相
逮
捕

や
、
昭
和
電
工
疑
惑
、
リ
ク

ル
ー
ト
事
件
で
み
せ
た
検
察

の
威
信
も
安
部
政
治
の
下
で

地
に
堕
ち
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
安
部
政
治
に
よ
る

森
友
加
計
問
題
や
、
桜
を
見

る
会
等
で
の
税
金
や
公
権
力

の
私
物
化
、
数
々
の
公
文
書

改
ざ
ん
、
コ
ロ
ナ
専
門
家
会

議
の
議
事
録
さ
え
存
在
し
な

い
民
主
主
義
の
破
壊
に
対
し
、

遅
々
と
し
て
す
す
ま
な
か
っ

た
公
選
法
違
反
に
よ
る
河
井

国
会
議
員
夫
妻
逮
捕
な
ど
、

国
民
と
司
法
の
中
で
大
き
な

反
撃
が
は
じ
ま
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。

後
世
の
人
が
「
あ
の
と
き
、

あ
な
た
た
ち
は
何
も
し
な
か

っ
た
の
か
」
と
歴
史
に
残
る

か
否
か
は
あ
な
た
た
ち
＝
我

々
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
日

本
の
未
来
と
健
全
な
社
会
を

取
り
戻
す
た
め
の
た
た
か
い

に
、
退
職
教
職
員
も
大
い
に

参
加
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
！

末
光
章
浩

（
府
高
退
教
幹
事
長
）
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増
え
続
け
る
登
校
拒
否
・
不
登
校

文
部
科
学
省
の
全
国
の
小
中
高

校
で
の
不
登
校
の
統
計
に
よ
る
と
、

１
８
年
度
小
中
学
校
の
登
校
拒
否
・

不
登
校
人
数
は
過
去
最
多
と
な
り

ま
し
た
。

大
阪
府

小
中
学
校
１
万
１
４

１
４
人

中
学
校
で
は
８
３
１

６
人
千
人
中
３
６
．
８
人

大
阪
市

中
学
校
で
は
２
６
８

３
人

千
人
中
５
２
．
８
人

（
全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位
）

大
阪
府

高
校

６
１
０
６
人

千
人

中
２
６
．
９
人

（
全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位
）

登
校
拒
否
・
不
登
校
の
人
数
・

割
合
と
も
２
０
１
２
年
ま
で
は
微

減
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
２
０

１
３
年
以
後
か
ら
ま
た
毎
年
増
え

続
け
て
お
り
、
増
加
は
２
０
１
２

年
１
２
月
に
第
２
次
安
倍
政
権
発

足
と
軌
を
一
に
し
て
い
ま
す
。

テ
ス
ト
漬
け
、
競
争
と
管
理
の
も

と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
「
生
き
づ

ら
さ
」
が
増
幅

２
０
１
３
年
、
安
倍
政
権
は
全

国
学
力
テ
ス
ト
を
悉
皆
調
査
に
戻

し
て
成
績
公
表
な
ど
学
テ
の
点
数

競
争
が
激
化
。
大
阪
府
は
平
均
点

を
上
げ
る
こ
と
を
至
上
命
題
と
し
、

高
校
入
試
の
内
申
書
成
績
の
た
め

の
中
学
校
チ
ャ
レ
ン
ジ
テ
ス
ト
を

府
独
自
で
実
施
す
る
な
ど
、
子
ど

も
た
ち
は
点
数
競
争
と
テ
ス
ト
漬

け
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て

「
ゼ
ロ
ト
レ
ラ
ン
ス
」
「
学
校
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
」
に
よ
る
管
理
教
育

を
強
め
、
更
に
新
学
習
指
導
要
領

実
施
に
よ
っ
て
、
小
学
校
４
年
生

以
上
は
授
業
時
間
数
が
中
学
校
と

同
じ
１
０
１
５
時
間
（
週
当
た
り

２
９
時
間
）
に
な
る
究
極
の
詰
込

み
授
業
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
の

「
生
き
づ
ら
さ
」
は
増
幅
す
る
ば

か
り
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
子
ど
も
の
声

を
聴
く
体
制
を

長
く
続
く
コ
ロ
ナ
休
校
で
子
ど

も
た
ち
は
ス
ト
レ
ス
を
た
め
込
み

「
早
く
学
校
に
行
き
た
い
」
「
友

だ
ち
と
遊
ん
で
勉
強
し
た
い
」
の

思
い
を
募
ら
せ
て
い
る
と
き
、
子

ど
も
食
堂
が
子
ど
も
た
ち
を
地
域

で
支
援
し
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
・

教
育
・
家
庭
・
地
域
は
子
ど
も
の

最
善
の
利
益
を
優
先
し
て
、
意
見

表
明
（
子
ど
も
の
権
利
条
約
と
憲

法
）
で
あ
る
子
ど
も
の
声
を
し
っ

か
り
受
け
止
め
て
応
え
て
い
く
体

制
を
整
え
て
い
く
必
要
を
強
く
思

い
つ
つ
相
談
活
動
に
あ
た
っ
て
い

ま
す
。
現
状
で
は
更
に
登
校
拒
否
・

不
登
校
が
増
え
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
ま
す
。

7
月
17
日
（
金
）
13:

00
第
301
回

幹
事
会
教
育
会
館
２
F
「
コ
ス
モ
ス
」

7
月
28
日
（
火
）
10:

00
通
信
7
月
号

と
総
会
議
案
書
発
送
作
業
705
号
室

（
日
程
変
更
）

経
過
報
告

6
月
20
日
（
土
）
13:

00
府
高
教
第
91

回
定
期
大
会
エ
ル
お
お
さ
か
「
南
ホ
ー

ル
」
（
大
会
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付
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な
い
ま
ま
天
皇
を
信
じ
自
刃
す
る
。

作
品
に
通
底
し
て
い
る
、
作
者

の
自
己
体
験
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た

戦
争
観
が
感
じ
取
れ
る
の
は
も
ち

ろ
ん
だ
が
、
普
通
の
子
ど
も
が
、

周
り
の
環
境
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

に
思
想
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
と

い
う
観
点
か
ら
大
変
興
味
深
い
作

品
で
あ
る
。
文
庫
本
で
６
０
０
ペ
ー

ジ
以
上
、
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
活

字
、
情
景
描
写
、
心
象
描
写
と
も

に
格
調
高
い
文
体

丨
そ
こ
か
ら

当
時
の
軍
人
や
一
般
人
の
日
常
生

活
や
思
想
が
よ
く
理
解
で
き
る
の

だ
が
丨

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
ペ
ー
ジ

を
繰
る
こ
と
が
で
き
た
。

病
み
上
が
り
の
つ
れ
づ
れ
に
、

長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
甲
骨
文
字

に
挑
戦
し
た
。
用
い
た
テ
キ
ス
ト

は
『
甲
骨
文
字
典
』
。
こ
の
本
は

１
９
８
９
年
中
国
の
四
川
辞
書
出

版
社
か
ら
徐
中
舒
主
編
で
出
版
さ

れ
た
も
の
。

千
六
百
頁
。
甲
骨
文
字
の
解
説
、

甲
骨
文
の
引
用
、
釈
文
な
ど
か
ら

な
る
。
甲
骨
文
の
引
用
は
「
鉄
雲

蔵
亀
」
以
来
の
あ
ま
た
の
研
究
書

か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
原
典
に
触

れ
ら
れ
な
い
者
に
と
っ
て
は
ま
こ

と
に
あ
り
が
た
い
。

大
き
な
字
で
書
か
れ
て
お
り
、

読
み
や
す
い
。
甲
骨
文
に
は
祭
名

や
た
た
り
の
記
述
が
と
に
か
く
多

い
。こ

う
し
た
専
門
的
で
あ
る
と
同

時
に
、
入
門
書
と
し
て
も
活
用
で

き
る
書
は
な
か
な
か
な
い
し
、
日

本
で
は
手
間
暇
が
か
か
る
の
で
発

行
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

現
代
中
国
語
の
知
識
が
若
干
必

要
。
「
孳
乳
」
な
る
学
術
用
語
が

あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。

角
川
書
店
の
『
新
字
源
』
の
漢
字

の
成
り
立
ち
の
部
分
は
甲
骨
文
字

の
研
究
を
踏
ま
え
て
お
り
参
考
に

な
る
。

白
川
静
の
『
甲
骨
文
の
世
界
』

（
平
凡
社
）
は
甲
骨
文
の
原
文
を

紹
介
し
、
釈
文
を
施
し
た
も
の
だ

が
、
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
が
、

字
典
を
学
習
す
る
と
わ
か
っ
て
く

る
。他

の
領
域
の
こ
と
は
分
か
ら
な

い
が
、
甲
骨
文
の
研
究
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
で
は
学
問

の
基
礎
を
重
視
す
る
と
思
う
。
こ

れ
が
論
文
数
世
界
一
の
根
底
に
あ

る
も
の
と
思
う
。
日
本
の
学
術
は

ど
う
な
の
だ
ろ
う
か

相
変
わ
ら
ず
『
遊
歴
日
記
』
と

い
う
幕
末
の
古
文
書
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

二
本
松
藩
の
医
者
が
３
年
に
わ

た
っ
て
長
崎
ま
で
往
復
す
る
旅
日

記
で
す
。
と
て
も
面
白
い
文
献
で

す
が
、
地
元
で
は
存
在
す
ら
知
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。

二
本
松
市
の
教
育
委
員
会
文
化

課
と
は
何
度
も
連
絡
を
取
り
合
っ

て
き
ま
し
た
。
最
初
は
ガ
セ
ネ
タ

扱
い
、
昨
年
に
な
っ
て
史
料
所
蔵

者
（
武
田
財
団
の
杏
雨
書
屋
）
に

確
認
す
る
な
ど
よ
う
や
く
本
気
に

な
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
先
日
教

育
長
か
ら
市
の
文
化
財
審
議
委
員

会
に
諮
る
と
の
文
書
が
届
き
ま
し

た
。二

本
松
も
原
発
放
射
能
の
被
害

を
受
け
て
い
ま
す
。
福
島
の
人
た

ち
に
ち
ょ
っ
と
で
も
喜
ん
で
い
た

だ
け
た
ら
と
の
思
い
で
い
ま
す
。

昨
年
の
9
月
か
ら
、
大
阪
市
内

の
あ
る
私
立
高
校
に
週
３
日
の
非

常
勤
講
師
と
し
て
勤
め
て
い
ま
す
。

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
、
３
月
、

４
月
、
５
月
の
ま
る
三
ヶ
月
間
、

自
宅
待
機
と
い
う
状
態
で
し
た
。

私
学
は
府
立
高
校
と
違
っ
て
月
給

制
で
す
の
で
、
給
料
は
あ
り
ま
し

た
。５

月
の
中
頃
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
の
た
め
何
日
か
出
勤
し
て
ほ
し

い
と
、
学
校
か
ら
連
絡
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
と

言
っ
て
もZ

o
o
m

会
議
の
よ
う
な
双

方
向
で
は
な
く
、
動
画
配
信
の
授

業
で
す
。
動
画
の
形
式
は
、
人
様
々

で
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
自
分
の

音
声
を
入
力
し
て
そ
れ
を
配
信
す

る
方
や
、
教
室
で
の
授
業
の
映
像

を
配
信
す
る
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。

私
は
、
生
徒
に
自
分
の
顔
を
見

せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
、

教
室
で
授
業
す
る
形
を
と
り
ま
し

た
。
全
教
室
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

が
つ
い
て
い
る
の
で
、
2
回
目
の

授
業
か
ら
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で

作
っ
た
教
材
を
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

に
写
し
て
授
業
を
し
ま
し
た
。

感
想
と
し
て
は
、
生
徒
の
い
な

い
教
室
で
、
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て

一
方
的
に
し
ゃ
べ
る
こ
の
オ
ン
ラ

イ
ン
授
業
と
い
う
の
は
と
て
も
楽

な
も
の
で
し
た
。

し
か
し
こ
の
授
業
の
や
り
方
は
、

私
に
と
っ
て
全
く
画
期
的
な
も
の

で
し
た
。
私
は
生
来
、
大
変
な
悪

筆
で
い
つ
も
板
書
に
苦
労
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
や
り
方
で

あ
れ
ば
、
前
も
っ
て
教
材
を
作
っ

て
お
け
ば
、
板
書
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
６
月
１
日
か
ら
授
業

が
始
ま
っ
た
い
ま
、
教
室
に
ノ
ー

ト
パ
ソ
コ
ン
を
持
ち
込
ん
で
、
そ

の
や
り
方
で
授
業
を
し
て
い
ま
す
。

甲
骨
文
字
に
挑
戦

向
井
哲
夫

（
寝
屋
川
定
）

初
め
て
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業

笹
岡
優
光

（
茨
田
）

新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
考
え
た
い
こ
と

柚
木
健
一
（
牧
野
）

（
N
P
O
法
人
教
育
相
談
お
お
さ
か
相
談
員
）

ど
こ
に
で
も
い
る
ご
く
普
通

の
少
年
が
、
難
関
の
陸
軍
幼
年
学

校
に
、
親
の
希
望
な
ど
も
あ
り
入

学
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
彼

は
反
発
を
感
じ
な
が
ら
も
周
り
の

先
輩
や
教
員
た
ち
を
通
じ
て
じ
わ

じ
わ
と
皇
国
思
想
に
染
ま
っ
て
い

く
。
終
戦
の
年
、
度
重
な
る
都
市

部
へ
の
空
襲
、
広
島
長
崎
へ
の
原

爆
投
下
な
ど
戦
況
不
利
の
下
、
仲

間
と
と
も
に
本
土
決
戦
を
覚
悟
し

た
矢
先
、
終
戦
の
玉
音
放
送
を
聞

く
。
15
歳
の
少
年
は
、
大
人
た
ち

の
豹
変
ぶ
り
が
理
解
で
き
ず
、
ま

た
天
皇
の
「
御
心
」
を
理
解
し
得

今
回
、
多
く
の
方
か
ら
投
稿
が
あ

り
ま
し
た
が
、
紙
面
の
関
係
上
、

次
号
以
降
に
掲
載
の
予
定
で
す
。

ま
た
勝
間

眞
さ
ん
（
山
本
）

「
補
聴
器
問
題
を
考
え
る
」
の
連

載
も
次
号
以
降
に
掲
載
予
定
で
す
。

加
賀
乙
彦
「
帰
ら
ざ
る
夏
」

佐
分
利
義
和

（
み
ど
り
清
朋
）

講
談
社
文
芸
文
庫

近
況
報
告
で
す

梶
原
市
朗

(

富
田
林
）

巣
ご
も
り
中
に
読
ん
だ
本
よ
り

当

面

の

日

程


