
睛
午
前
十
時
和
田
英
作
氏
束
訪
校
長
問
題
に
就
き
校
内
郡
に
て

は
和
田
氏
を
推
す
こ
と
に
異
存
は
な
き
様
子
な
る
に
付
き
和
田
氏
の
杜
裏
如

何
と
尋
ね
し
に
推
畢
を
蒙
る
な
ら
は
美
術
家
と
し
て
は
大
犠
牲
な
る
へ
き
も

就
職
す
る
考
な
り
と
答
ふ
俯
て
本
日
午
後
早
々
文
部
省
に
赤
間
〔
信
義
〕

局
長
を
訪
ひ
美
術
學
校
長
後
任
に
は
和
田
英
作
氏
可
然
旨
を
余
の
慈
見
と
し

て
内
申
し
お
き
た
り

正
木
が
和
田
を
推
し
た
の
は
、
和
田
と
い
う
人
物
に
信
頼
を
置
き
、
そ
の
手

腕
に
期
待
を
か
け
て
い
た
こ
と
と
、
も
う
一
っ
、
左
記
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ

こ
。

f
 

出
勤

『東
京
美
術
学
校
校
友

私
の
在
職
中
に
色
々
念
と
し
て
ゐ
た
事
柄
は
、
此
の
美
術
學
校
は
歴
史
の
あ

る
古
い
學
校
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
何
で
も
卒
業
生
で
や
っ
て
行
け
る
や
う

に
、
そ
れ
で
卒
業
生
の
焚
逹
に
骨
を
折
つ
て
見
た
い
と
考
へ
て
、
機
會
の
あ

る
毎
に
此
の
こ
と
を
力
め
て
ゐ
ま
し
た
。
今
度
和
田
先
生
が
學
校
長
に
な
ら

れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
最
早
學
校
の
こ
と
は
學
校
出
身
の
者
で
や
つ
て
行
く

こ
と
が
出
来
る
、
世
の
中
の
美
術
の
こ
と
も
大
罷
學
校
の
卒
業
生
で
や
っ
て

行
け
る
、
と
云
ふ
宜
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
「
正
木
前
校
長
の
生
徒

一
同
に
対
す
る
挨
拶
の
辞
」

会
月
報
』
第
三
十
一
巻
第
三
号）

正
木
の
内
申
は
直
ち
に
文
部
大
臣
鳩
山
一
郎
に
承
認
さ
れ
、
和
田
英
作
が
校

長
に
任
命
さ
れ
た
。

の
『
読
売
新
聞
』
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

⑤

和
田
英
作
の
校
長
就
任
・
大
観
の
攻
撃

昭
和
七
年
五
月
―
――
十
日
、
西
洋
画
科
教
授
和
田
英
作
が
校
長
に
就
任
し
、
赤

問
信
義
は
校
長
事
務
取
扱
の
職
を
解
か
れ
た
。
和
田
の
経
歴
に
つ
い
て
は
既
に

本
書
第
一
巻
330
頁
や
第
二
巻
63
頁
そ
の
他
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
補
足
す

れ
ば
、
和
田
は
明
治
―
――
十
六
年
教
授
就
任
以
後
、
西
洋
画
科
の
実
技
指
母
の
外

に
、
几
帳
面
な
性
格
と
事
務
的
才
能
を
発
揮
し
て
同
科
の
運
営
に
つ
と
め
、
よ

く
黒
田
清
輝
を
補
佐
し
た
。
ま
た
、
同
四
十
年
文
展
開
設
以
来
継
続
し
て
審
査

委
員
を
つ
と
め
、
大
正
八
年
帝
国
美
術
院
会
員
と
な
り
、
そ
の
間
政
府
の
各
種

博
覧
会
、
展
買
会
の
審
査
や
出
品
事
務
に
携
わ
っ
た
。
そ
の
経
歴
は
、
「
和
田

さ
ん
は
岡
田
三
郎
助
さ
ん
と
と
も
に
、
明
治
大
正
洋
画
界
の
最
高
峰
黒
田
清
輝

さ
ん
の
双
爽
と
し
て
坦
々
た
る
出
世
街
道
を
た
ど
っ
た
人
で
あ
る
。
美
術
学
校

卒
業
後
助
教
授
、
外
遊
、
つ
い
で
教
授
、
文
、
帝
展
審
査
員
、
芸
術
院
会
員
、

帝
室
技
芸
員
、
文
化
煎
章
、
同
功
労
賞
と
い

っ
た
エ
合
に
美
術
家
と
し
て
の
名

脊
の
一
切
を
授
っ
た
幸
運
な
人
で
あ
る
。」
（
坂
崎
坦
「
和
田
さ
ん
の
芸
術
」

『和
田

英
作
遺
作
展
』
昭
和
―――十
六
年
、
朝
日
新
聞
社
）
と
評
さ
れ
る
。
画
家
と
し
て
は
白

馬
会
展
、
文
展
、
帝
展
、
光
風
会
展
等
に
主
に
写
実
主
義
的
作
風
の
風
景
画
、

肖
像
画
、
花
舟
を
出
品
し
た
外
、
壁
画
の
制
作
に
も
意
欲
を
示
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
和
田
の
校
長
就
任
は
、
そ
れ
が
本
校
設
置
以
来
初
め
て
の
作
家

し
か
も
和
田
が
洋
画
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
派
閥
抗
争
の
渦

校
長
で
あ
り
、

巻
く
美
術
界
に
新
た
な
駿
動
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
そ
の
た
め

か
、
各
新
聞
が
こ
の
記
事
を
大
き
く
掲
げ
て
お
り
、
そ
の
一
っ

、
六
月
十
四
日

彩
管
を
投
げ
捨
て
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果
た
し
て
横
山
大
鍛
は
次
の
意
見
害
を
発
表
し
て
攻
穀
し
た
。

和
田
美
校
長
が
悲
壮
な
決
意

一
官
吏
と
し
て
数
育
事
業
に
専
心

後
任
難
の
殻
を
突
き
抜
け
學
内
の
輿
羞
を
お
う
て
今
度
東
京
美
術
學
校
長

の
椅
子
に
つ

い
た
我
が
洋
盟
壇
の
者
宿
和
田
英
作
氏
は
久
し
く
憐
ま
さ
れ
た

盲
腸
炎
も
全
く
癒
え
去
る
八
日
か
ら
登
校
校
務
を
見
て
ゐ
る
が
氏
は
今
回
の

校
長
就
任
を
機
と
し
過
去
四
十
餘
年
間
の
甕
家
生
活
を
清
算
し
彩
管
を
捨
て

4

一
官
吏
と
し
て
美
術
の
た
め
終
生
一
身
を
捧
ぐ
べ
く
悲
牡
な
決
意
を
堅
む

る
に
至
っ
た
。

其
の
為
敷
日
前
敷
年
末
も
り
育
て
て
来
た
和
田
数
室
員
に
到
し
別
れ
の
言

葉
を
述
べ
た
と
こ
ろ
せ
め
て
今
日
一
日
だ
け
で
も
指
磁
に
あ
づ
か
り
た
い
と

涙
な
が
ら
に
切
な
る
情
を
う
っ
た
へ
氏
も
思
は
ず
感
激
の
涙
に
む
せ
び
美
は

し
い
劇
的
シ
ー
ン
を
演
じ
た
と
い
ふ
、
校
長
と
し
て
の
氏
の
今
後
の
活
動
振

り
は
各
方
面
か
ら
期
待
さ
れ
て
ゐ
る

右
に
つ
き
和
田
校
長
は
語
る

「
宜
技
家
、
而
も
洋
證
か
ら
校
長
を
出
し
た
事
に
つ
い
て
は
い
ろ
／
＼
の
批

評
も
あ
ら
う
が
不
束
な
が
ら
校
長
の
椅
子
に
就
い
た
以
上
は
私
に
は
日
本
聾

も
な
け
れ
ば
洋
甕
も
な
い
、
勿
論
今
後
は
一
切
綸
筆
を
捨
て
4

一
校
長
と
し

て
死
ぬ
ま
で
奉
公
す
る
決
心
だ
、
た
ゞ
明
治
奉
讃
會
の
壁
聾
だ
け
が
ま
だ
残

っ
て
ゐ
る
の

で
こ
の
夏
休
に
之
を
描
き
上
げ
後
は
粛
壇
と
絶
縁
す
る
覺
悟
で

あ
る
、
そ
し
て
役
人
と
し
て
ゞ
は
な
く
お
や
じ
と
し
て
學
生
と
心
の
結
び
を

つ
け
よ
う
と
考
へ
て
ゐ
る
、
ど
う
か
長
い
目
で
私
の
今
後
を
見
て
貰
ひ
た
い
」

し
か
し
、
和
田
が
こ
う
し
た
決
謡
を
以
て
校
長
に
就
任
し
た
の
に
対
し
て
、

東
京
美
術
學
校
改
革
意
見

美
術
教
育
の
根
本
精
神
を
論
じ
て
営
面
の
問
題
に
及
ぶ

唯
一
の
官
立
で
あ
る
東
京
美
術
學
校
に
つ
い
て
は
、
従
来
し
ば
／
＼
識
者

間
に
改
善
の
論
義
が
な
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
今
回
首
脳
者
の
更
迭
を

機
と
し
て
更
に
各
方
面
よ
り
種
々
の
意
見
が
開
陳
さ
れ
る
も
の
と
信
ず

る
本
祉
は
こ
れ
が
第
一
啓
と
し
て
同
校
の
出
身
者
で
あ
り
嘗
て
は
親
し

〔鞭〕

く
数
べ
ん
を
と
ら
れ
た
横
山
大
観
氏
を
煩
は
し
、
氏
が
多
年
包
懐
し
て
居

ら
れ
る
東
京
美
術
學
校
改
革
案
を
草
し
て
い
た
だ
い
た
。
（
記
者
）

抑
も
、
丹
宵
の
藝
は
文
辟
の
學
に
先
だ
っ
て
生
れ
、
文
僻
と
と
も
に
榮
え
、

文
僻
の
能
く
せ
ざ
る
所
を
能
く
し
、
遂
に
今
日
の
盛
り
を
見
る
に
至
り
ま
し

こ。f
 和

漢
名
霊
の
徳
は
、
古
来
の
賢
者
を
窟
し
て
は
永
く
節
を
興
し
、
仁
義
忠
孝

を
補
し
、
感
目
の
景
物
を
描
き
て
は
深
く
妙
を
現
し
、
山
川
風
物
を
愛
す
る
に

資
す
る
に
あ
る
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
即
ち
給
甕
の
使
命
は
、
観
る
者

を
し
て
心
を
遠
く
壷
裏
の
妙
所
に
遊
ば
し
め
天
地
の
恩
を
解
せ
し
め
、
人
倫
の

正
を
弁
ぜ
し
め
て
、
人
間
の
善
美
な
る
性
質
を
全
う
せ
し
め
る
に
存
す
る
の
で

あ
り
ま
す
。

は
、
名
幅
の
妙
所
を
看
取
し
て
徳
を
磨
き
情
を
蓑
ひ
、
以
て
天
地
人
三
オ
中
の

最
涵
た
る
宜
を
畢
げ
ん
が
た
め
に
外
な
り
ま
せ
ぬ
。

お
の
づ
か
ら

か
く
て
蔵
幅
の
標
語
は
、

こ
れ
を
以
て
上
天
子
よ
り
下
庶
人
に
到
る
ま
で
、
名
幅
を
蔵
す
る
の
習
あ
る

（一）

横

山

大

観
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人
格
者
の
作
を
蔵
せ
よ
、
大
人
物
の
筆
を
選
べ

と
な
り
ま
す
。
こ
4

に
お
い
て
か
、
丹
青
の
道
は
、
箪
に
筆
端
の
末
技
に
非
ず

し
て
、
古
今
の
道
に
通
ひ
、
民
族
の
本
然
に
甚
き
、
個
性
の
胸
憶
よ
り
浚
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
悟
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
各
時
代
の
天
才
が
、
能

く
そ
の
、
古
道
を
承
け
新
意
を
だ
す
は
、
山
深
く
し
て
泉
新
た
な
る
に
た
と

ふ

る
習
ひ
で
あ
り
ま
す
。

東
洋
盟
の
如
く
旨
深
く
意
高
き
藝
に
至
っ
て
は
、
他
の
技
藝
の
如
く
、
箪
純

な
る
修
行
（
即
ち
人
格
の
一
部
分
的
修
練
）
を
以
て
し
て
は
逹
し
難
い
の
で
あ

り
ま
す
。
斯
い
ふ
は
日
本
霊
到
逹
の
途
は
太
し
く
複
雑
多
端
な
り
と
い
ふ
の
で

は
な
く
東
洋
人
と
し
て
、
日
本
男
兒
と
し
て
、
志
士
仁
人
た
る
に
要
す
る
人
格

の
全
般
的
修
荘
を
意
味
し
、
部
分
的
末
技
に
堕
せ
ざ
る
を
い
ふ
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
内
面
根
本
の
最
大
條
件
は
人
格
の
原
理
と
な
る
べ
き
志
氣
を
蓑
ふ
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

志
氣
に
し
て
純
一
な
ら
ば
一
人
格
純
一
に
、
志
氣
に
し
て
卓
落
な
ら
ば
全
人

格
卓
落
た
ら
む
。
風
骨
高
大
な
る
と
否
と
、
藝
風
優
美
な
る
と
否
と
、
要
は
一

片
の
志
氣
に
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
こ
の
志
氣
た
る
博
へ
て
他
ヘ

難
く
放
へ
難
し
。
雄
偉
な
る
先
逹
と
順
心
の
後
進
と
一
脈
感
應
し
て
不
立
文
字

的
に
博
ふ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今
、
後
進
、
概
ね
順
心
な
り
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
が
先
逹
を
な
す
東
京
美
術

學
校
校
長
以
下
、
感
應
傾
心
の
師
標
た
る
に
値
す
る
も
の
果
し
て
幾
人
か
あ
り

〔什〕

ま
せ
う
か
。
恐
ら
く
は
じ
ふ
中
一
を
だ
に
得
ざ
ら
ん
と
思
ひ
ま
す
。
宜
に
、
我

〔倣〕

美
術
學
校
は
日
本
男
兒
の
養
成
に
裳
る
や
西
欧
人
の
模
ほ
う
者
を
教
育
せ
ん
と

〔
幽
蘭
〕

す
る
や
。
君
子
を
作
ら
ん
と
す
る
や
小
人
を
蓑
は
ん
と
す
る
や

〔ヽ

〕
ゆ
ふ
ら

ん
を
培
は
ん
と
す
る
や
、
い
ば
ら
に
泄
が
む
と
す
る
や
。
純
麗
の
花
を
さ
か
し

め
ん
と
欲
す
る
に
や
、
汚
濁
の
萎
草
を
長
ぜ
し
め
ん
と
す
る
に
や
。
本
領
を
内

焚
せ
ん
こ
と
を
願
ふ
に
や
。
異
端
を
外
模
せ
ん
こ
と
を
勧
む
る
に
や
。

盟
の
費
き
所
以
の
も
の
は
作
者
費
き
故
で
あ
り
ま
す
。
盟
道
の
尊
く
か
つ
大

な
る
所
以
の
も
の
は
古
よ
り
こ
の
か
た
壷
壇
の
先
逹
、
或
は
辱
＜
或
は
大
な
り

し
を
以
て
ゞ
あ
り
ま
す
。
＿
帝
王
公
卿
相
将
士
夫
學
士
に
し
て
壺
を
作
し
て
始
め

て
人
間
最
高
の
境
に
到
れ
る
も
の
少
な
か
ら
ず
。
叉
初
め
よ
り
一
盟
人
た
る
の

身
を
以
て
し
て
そ
の
作
の
具
有
す
る
高
興
幽
懐
深
義
、
聖
賢
紐
書
を
著
は
す
る

徳
に
謡
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、
義
を
ふ
み
仁
を
行
ふ
に
お
い
て
大
臣
大
将
に
劣
ら

ざ
る
も
の
あ
り
。
あ
4

、
丹
宵
に
お
け
る
人
と
藝
と
相
開
す
る
の
何
ぞ
深
く
し

て
大
な
る
や
を
員
に
思
は
し
む
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（二）

〔凶〕

然
ら
ば
則
ち
、
後
素
の
學
法
は
、
民
族
僻
来
の
精
紳
に
蹄
り
、
か
ふ
國
の
民

を
し
て
性
菩
に
意
正
な
ら
し
め
る
べ
く
、
人
格
益
成
を
第
一
條
件
に
置
き
、
如

何
様
に
綸
を
数
へ
る
か
と
い
ふ
前
に
如
何
な
る
人
物
を
養
ふ
か
と
い
ふ
こ
と
を

主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
藝
術
と
民
族
性
と
の
関
係
は
香

〔闇

〕

〔

蘭

〕

氣
の
花
に
お
け
る
が
如
く
、
梅
に
梅
の
香
あ
り
、
ら
ん
に
ら
ん
の
か
を
り
あ
る

が
如
く
、
本
来
の
特
色
は
自
然
に
疲
揮
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
作
者
と

作
品
と
は
、
玉
の
昔
は
玉
か
ら
出
、
石
の
昔
は
石
か
ら
出
る
如
く
、
必
然
的
な

も
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
、
如
何
な
る
民
族
で
あ
る
か
を
さ
と
り
、
人
物
投

成
に
お

い
て
玉
を
つ
く
る
か
石
を
つ
く
る
か
に
腹
を
き
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

技
巧
の
模
倣
に
光
陰
を
徒
消
し
て
俗
工
を
蓑
ふ
が
如
き
は
、
ど
う
し
て
許
さ
る

べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
や
。

〔哀
〕

そ
れ
天
り
ん
英
雄
兒
に
あ
ら
ず
ん
ば
龍
虎
の
圏
は
な
し
難
く
、
哲
人
の
思
ひ

〔丼〕

無
く
し
て
古
賢
の
像
は
寓
し
難
く
、
天
成
の
雅
士
に
あ
ら
ず
し
て
花
き
の
美
は
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と
し
て
堪
へ
難
い
悲
憤
を
覺
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

北
米
合
衆
國
の
如
き
は
、
自
國
に
藝
術
無
く
、
元
来
が
歌
洲
人
の
植
民
地
で

く
の
如
き
は
、
東
京
美
術
學
校
の
卒
業
生
と
し
て
奮
職
員
と
し
て
、
賂
一
國
民

祠

〕

〔

妍

々
〕

描
き
難
く
、
好
友
を
喜
ぶ
も
の
に
あ
ら
ず
ば
れ
い
毛
の
き
き
は
な
し
難
く
、
古

〔仰〕

學
を
慕
ふ
者
に
非
ず
ん
ば
煙
浦
の
遠
き
は
現
し
難
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
夫
に

〔誼〕

し
て

せ
う
峻
を
圏
し
、
貧
奴
に
し
て
消
流
を
作
ら
ん
と
す
る
も
任
に
非
ざ
る
こ

〔欝
〕

と
言
な
し
で
あ
り
ま
せ
う
。
こ
れ
を
も
つ
て
、
い
や
し
く
も
絡
事
を
し
て
う
つ

〔燦
〕

と
し
て
茂
り
さ
ん
と
し
て
輝
か
し
め
ん
と
欲
せ
ば
、
ま
づ
鎗
事
に
従
ひ
遊
ぶ
學

徒
の
人
と
な
り
を
養
ふ
所
が
無
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
は
ち
、
東
京
美
術

學
校
は
雄
偉
の
人
物
を
作
る
こ
と
に
全
力
を
盤
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

翻
つ
て
吾
が
母
校
東
京
美
術
學
校
の
現
状
を
見
る
に
、
そ
の
数
育
方
針
は
創

立
賞
初
と
著
る
し
く
相
遠
ざ
か
り
、
祖
國
の
本
領
を
解
せ
ず
、
旨
無
く
空
し
く

國
民
を
誤
る
こ
と
、

一
大
痛
恨
事
に
燭
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

美
術
學
校
と
し

〔
熾
〕

て
は
官
設
の
最
高
機
闘
と
し
て
祖
園
の
藝
道
を
い
や
が
上
に
も
し
盛
な
ら
し
む

〔格〕

べ
き
任
務
の
吾
が
母
校
は
、
王
法
を
奉
じ
國
ど
を
食
み
つ
4
近
来
何
そ
甚
だ
し

く
そ
の
任
務
に
背
い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
、
主
力
を
洋
需
に
注
ぎ
、
國

〔趨
〕

〔
侶
々
〕

民
性
の
す
う
向
に
戻
り
、
藝
術
敦
育
の
大
本
を
忘
れ
、
た
う
／
＼
相
率
ゐ
て
洋

聾
の
俗
態
に
淫
潤
し
、
東
洋
霊
の
高
遠
な
る
作
風
を
失
っ
て
、
動
も
す
れ
ば
外

面
皮
相
の
描
鴬
に
と
ゞ
ま
る
か
、
乃
至
は
低
落
な
る
感
攪
表
現
を
以
て
得
た
り

と
し
て
ゐ
る
の

で
あ
り
ま
す
。

〔氾〕

こ
の
ま
4

な
ほ
敷
年
を
瑕
借
せ
ば
、
洋
驚
の
濁
流
は
ん
濫
し
て
日
本
霊
の
高

〔梨〕

韻
を
み
だ
し
、
異
邦
の
俗
巧
跳
り
や
う
し
て
紳
州
の
氣
格
を
傷
ひ
、
祖
國
の
正

[控〕

性
を
し
ん
滅
に
蹄
せ
し
む
こ
と
、
紫
の
朱
を
奪
ふ
が
如
き
で
あ
り
ま
せ
う
。
か

仰
慕
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
従
つ
て
學
生
は
、
校
長
に
到
し
赦
員
に
到
し
、
何

あ
り
ま
し
た
か
ら
、
歌
洲
の
盟
法
を
以
て
数
育
す
る
の
に
何
の
あ
や
し
む
べ
き

を
認
め
ま
せ
ぬ
が
、
我
國
の
場
合
は
、
往
昔
よ
り
高
級
民
族
と
し
て
古
文
明
の

僻
承
と
包
蔵
と
、
世
界
に
冠
た
る
以
上
、
純
に
日
本
蓋
家
を
蓑
ふ
べ
き
で
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
を
、
日
本
聾
科
に
伴
は
し
む
る
に
洋
霊
科
を
も
つ
て
し
た
る

は
、
時
の
営
局
者
の
親
切
よ
り
出
で
た
で
あ
り
ま
せ
う
け
れ
ど
、
今
日
、
主
客

顛
倒
し
て
洋
聾
が
不
営
に
は
び
こ
る
に
到
っ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
親
切
は
む
し

ろ
一
失
策
に
敷
ふ
べ
き
か
と
思
は
れ
ま
す
。

こ
の
度
東
京
美
術
學
校
は
一
洋
霊
家
（
正
し
く
い
へ
ば
洋
鵞
法
の
模
倣
者
）

を
そ
の
校
長
に
戴
き
ま
し
た
が
、
率
直
に
申
せ
ば
不
肖
は
多
大
の
不
満
を
禁
ず

る
こ
と
が
出
束
ま
せ
ぬ
。
不
肖
は
現
校
長
に
射
し
い
さ
4

か
の
私
怨
あ
る
に
非

ず
と
い
へ
ど
も
、
國
民
性
の
本
然
に
立
蹄
り
、
美
術
赦
育
の
侃
慈
義
を
一
考
致

し
断
固
と
し
て
現
校
長
を
排
撃
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
覺
悟
を
有
し
て
ゐ
ま
す
。

（三）

従
来
と
て
も
母
校
に
到
す
る
不
満
は
あ
り
ま
し
た
。
學
校
側
で
も
、
人
物
養

成
と
い
ふ
こ
と
に
目
ざ
め
ず
、
校
長
始
め
数
員
各
位
が
、
人
物
的
に
學
生
か
ら

ら
畏
敬
も
感
激
も
無
く
、
延
い
て
學
生
自
ら
の
修
學
に
お
い
て
も
白
熱
し
た
精

進
が
得
ら
れ
な
い
状
に
置
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
學
生
逹
の
若
く
純
な
魂
は
、
草

木
な
ら
ば
感
光
力
に
鋭
き
も
、
周
園
の
光
が
全
く
混
濁
し
て
ゐ
る
と
き
、
ど
う

し
て
そ
の
感
光
欲
を
全
う
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
う
か
。
こ
れ
ら
の
情
弊
は
直

に
帝
國
美
術
院
に
そ
の
悪
氣
を
票
ひ
通
は
し
、
天
下
の
幽
道
を
毒
し
、
幾
多
の

新
人
を
汚
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

〔匡〕

上
記
の
弊
を
き
や
う
救
す
る
の
道
は
唯
祖
國
に
忠
宜
な
る
學
校
と
す
る
外
に

あ
り
ま
せ
ぬ
。
原
則
と
し
て
東
京
美
術
學
校
は
、
日
本
霊
家
本
束
の
修
學
法
に
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法
り
、
人
物
数
育
を
第
一
條
件
と
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
そ
の
校
長
は
箕
に
國

梓
的
高
人
た
る
こ
と
を
要
し
、

（
必
ず
し
も
藝
術
家
た
る
を
求
め
ず
）
数
員
各

位
は
能
く
そ
の
校
長
の
國
粋
精
神
と
和
し
て
、
員
個
の
日
本
男
兒
を
つ
く
る
こ

と
を
心
が
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
然
る
と
き
は
、
校
長
に
到
す
る
祉
會
や
學
生

〔
颯
爽
〕

の
尊
敬
よ
り
し
て
、
勢
ひ
日
本
霊
志
願
者
を
増
し
、
學
生
も
さ
つ
さ
う
た
る
慈

〔
そ
ヵ
〕

氣
に
滴
ち
、
惹
可
断
臀
の
勇
を
以
て
勉
強
し
、
我
こ
の
祖
國
藝
術
の
紳
器
を
椴

が
ん
と
し
て
勇
猛
精
進
す
る
で
あ
り
ま
せ
う
。

今
そ
れ
、
帝
國
は
、
内
外
重
大
危
機
に
直
面
し
、
民
を
畢
つ
て
祖
図
愛
に
燃

〔
醒
〕

え
、
民
族
意
識
に
登
せ
し
し
、
外
交
を
始
め
と
し
て
諸
般
の
國
策
盆
自
主
的
な

ら
ん
と
し
て
を
り
ま
す
。
こ
の
傾
向
は
民
族
の
本
領
を
も
っ
と
も
正
調
に
焚
揮

し
、
國
民
の
園
結
心
を
一
層
結
束
集
中
せ
し
む
る
途
に
し
て
、
時
難
に
か
ち
國

運
焚
展
に
向
ふ
べ
き
瑞
兆
と
し
て
吾
人
悦
ん
で
を
り
ま
す
の
に
、
ひ
と
り
東
京

美
術
學
校
の
み
は
、
何
を
好
ん
で
右
の
瑞
兆
に
逆
行
す
る
の
で
あ
り
ま
せ
う

か
？

事
は
一
校
に
閥
せ
ず
、

一
塵
の
藝
道
に
脱
し
、

一
大
民
族
の
盛
衰
に
閥

し
ま
す
。
い
か
で
か
等
閑
に
付
す
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。

蒙
古
王
俄
に
興
る
や
陸
の
連
る
限
り
そ
の
武
に
屈
せ
ざ
る
も
の
な
か
り
し

が
、
獨
り
宋
三
百
年
の
文
化
を
屈
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
却
て
宋
代
名
書
盟
に

畏
服
せ
ら
れ
、
僅
々
八
十
余
年
に
し
て
亡
び
去
る
に
至
り
ま
し
た
。
宋
の
文
化

〔柄
乎
〕

今
に
至
る
迄
、
文
と
齋
と
世
界
に
並
び
無
く
へ
い
と
し
て
史
上
に
輝
く
も
の
あ

る
は
、
宋
代
の
君
臣
深
く
心
を
藝
學
に
も
ち
ひ
、
樅
唐
に
渕
り
、
夏
殷
周
に
渕

り
、
尚
莞
舜
に
渕
り
て
そ
の
祖
先
の
員
風
を
慕
求
し
、
民
族
の
本
性
に
従
っ
て

〔低〕

藝
術
を
練
磨
し
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
故
に
後
世
の
學
者
は
宋
の
え
ん
武
を
そ

し
ら
ず
し
て
、
宋
の
君
臣
能
く
思
ひ
を
學
藝
に
致
し
た
る
を
啓
む
る
の
で
あ
り

ま
す
。
祖
國
の
藝
學
に
携
は
る
も
の
又
省
む
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

本
篇
は
『
美
之
国
』
第
八
巻
第
七
号
（
昭
和
七
年
七
月
）

（
昭
和
七
年
六
月
十
、
十

一
、
十
二
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
）

な
か
れ
と
、
私
は
祈
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
（
完
）

フ
ラ
ン
ス
共
和
國
闊
領
の
美
術
學
校
で
で
も
あ
る
か
の
様
な
観
を
呈
せ
し
む
る

日
本
霊
の
高
致
は
異
邦
の
識
者
も
燈
歎
し
て
措
か
ざ
る
所
で
、
大
に
我
が
國

光
を
掲
げ
民
風
を
高
め
る
に
興
り
、
園
際
親
善
に
大
き
な
扶
け
と
も
な
っ
て
を

り
ま
す
。
そ
の
海
外
進
出
は
有
司
も
奨
勘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
叉
外
國
で
は

日
本
人
の
洋
證
の
如
き
は
更
に
求
め
ま
せ
ぬ。

し
か
し
て
、
斯
の
祖
國
藝
道
の

培
養
の
任
に
営
る
吾
が
東
京
美
術
學
校
が
、
主
力
を
洋
甕
に
費
し
、
洋
聾
家
を

長
と
す
る
は
、
矛
盾
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
き
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

〔

扶

〕

〔

荀

〕

〔

倫

〕

不
肖
は
天
子
國
の
民
と
し
て
尚
き
よ
う
手
し
蜀
善
こ
う
安
を
ぬ
す
ま
ん
か
、

一
に
は
時
の
民
と
し
て
祖
國
に
不
忠
を
演
じ
、
二

に
は
古
来
の
監
聖
壼
賢
に
到

〔蹂〕

し
相
承
を
果
さ
ざ
る
の
罪
を
得
る
の
を
お
そ
れ
、
敢
て
け
つ
起
し
鼓
を
鳴
ら
し

て
天
下
の
職
者
に
訴
ふ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

願
は
く
は
満
天
下
の
藝
術
家
、
否
日
本
聾
家
よ
、
官
私
の
論
に
別
無
く
、
も

ろ
と
も
に
祖
國
藝
術
を
辱
べ

、

一
齊
に
奮
起
し
て
藝
術
の
王
國
日
本
齋
の
殿
堂

を
守
れ
。
卿
ら
の
任
務
は
こ
の
外
に
何
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
づ

手
始
め
に
東
京
美
術
學
校
を
し
て
、
大
日
本
帝
隊
の
美
術
學
校
た
ら
し
め
よ
。

『
ア
ト
リ
エ
』
第

九
巻
第
八
号
（
同
年
八
月
）
等
に
転
載
さ
れ
た
。
『
塔
影
』
第
八
巻
第
七
号
（
同

年
七
月
）
に
は
文
語
体
で
記
さ
れ
た
同
一
内
容
の
も
の
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
『
大
観
の
画
論
』
（
平
成
五
年
、
横
山
大
観
記
念
館
）
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
数
誌
が
大
観
の
慈
見
を
紹
介
し
、
あ
る
い
は
洋
画
対
国
画
と
い
う
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の
後
油
給
常
と
事
を
梢
ふ
る
の
勢
と
な
ら
ば
強
き
も
の
正
し
き
も
〔
の
〕
敗

油油

盟

赦
授

藤
島

る
慮
あ
り
。
次
官
は
大
観
君
を
帝
展
に
拉
致
せ
ん
と
し
大
観
君
は
さ
ら
ば
美

術
学
校
を
全
部
任
か
せ
よ
と
云
ふ
。
是
は
出
来
ぬ
相
談
也
。
予
、
次
官
大
英

断
を
も
て
そ
れ
を
決
行
し
た
り
と
て
、
大
観
君
は
黒
田
〔
清
輝
〕
氏
以
下
の

大
朋
常
と
恨
を
構
へ
ざ
る
可
ら
ず
。
此
事
云
ひ
易
か
ら
ず
。
日
本
甕
部
を
全

部
任
か
せ
て
、
次
に
エ
藝
部
を
削
り
去
る
位
の
慮
に
て
は
折
合
は
ず
や
。
そ

歪
延

油

聾

科

日
本
m品
嗜
魯
）

日
本
盟
（
廷
翡
mff)

日
本
甕
（紅
甜

琵

）

日
本
書早

主
任
教
授

岡
田
三
郎
助
東

武
二
鹿
兄
島 京

助

数

授

常

岡

文

編

兵

耶

助
数
授

山
田

廉

埼

小
泉

赦
授

平
福

〔
大
正
九
年
九
月
七
日
〕
：
・
・
・
・
白
〔
吉
田
白
嶺
〕
君
近
来
帝
国
美
術
院
の
大

観
、
観
山
両
君
に
到
す
る
運
動
に
就
て
憂
惧
し
て
あ
り
。
予
に
す
4

め
て
大

観
君
を
説
い
て
金
モ
ー
ル
の
思
ひ
を
断
た
し
め
ん
と
す
。
平
常
な
ら
ば
易
き

事
な
が
ら
此
際
い
た
し
か
ゆ
し
也
。
さ
れ
ど
同
行
し
て
茅
町
を
訪
ひ
、
談
此

〔勧〕

事
に
及
べ
ば
、
大
観
氏
、
い
や
何
等
の
観
誘
も
未
だ
受
け
居
ら
ず
。
若
し
そ

の
如
き
交
渉
あ
ら
ん
に
は
、
美
術
学
校
を
全
部
予
等
の
手
に
渡
し
な
ば
命
を

拝
せ
ん
と
答
へ
ん
と
云
ふ
。
老
雄
壮
快
也
。

〔
同
年
十
月
四
日
〕
…
…
途
大
観
君
を
訪
ふ
。
大
観
君
南
次
官
に
つ
い

て
談

日
本
盟

数
授

日
本
盟

(m嗜
魯
）

理
事
数
授

数
授

東

京

川
合
芳
三
郎
琥
玉
堂

東

京

貞
松
琥
素
明

東

京

輝
夫
琥
映
丘

東

京

貞
蔵
琥
百
穂

勝
爾
卵
宵
“玉

松
岡

結
城

日
本
盟

日

本

霊

科

主
任
数
授

買 京

名
脊
数
授

和

田

英

作

東

高

村

光

雲

東

正

木

直

彦

東

久
米
桂
一
郎
佐

京

テ
ー
マ
で
特
集
を
組
む
な
ど
し
た
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
は
議
論
の
み
に
止
っ

た
。
大
観
の
意
見
が
実
効
を
奏
す
る
の
は
昭
和
十
九
年
本
校
改
革
の
際
に
お
い

て
で
あ
る
。

本
校
第
一
期
生
に
し
て
岡
倉
天
心
の
遺
志
を
継
ぐ
者
た
ら
ん
と
す
る
大
観

は
、
本
校
に
対
し
て
常
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
大
観
と
対
立
す
る
人
々
の
間

に
「
大
観
は
美
校
を
乗
取
ろ
う
と
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
が
、

小
杉
放
奄
の
日
記
（
『
日
本
美
術
院
百
年
史
』
第
四
巻
。
平
成
六
年
、
日
本
美
術
院
）

の
次
の
記
述
を
見
る
と
、
そ
れ
も
全
く
事
実
無
根
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

る。

職

員

學

校

長

れ
ざ
る
べ
し
、
と
云
ふ
。
大
観
君
も
そ
の
や
う
な
る
心
あ
る
ら
し
。
…
…

京

⑥

人

事

刷

新

昭
和
七
年
に
は
校
長
の
更
迭
と
と
も
に
、

「
学
校
近
事
」
に
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
広
範
囲
の
教
員
異
動
が
あ
っ
た
。
異
動
後
の
職
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
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