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何
を
残
し 

伝
え
て
い
け
ば
い
い
の
か 

 

教
育
部
教
育
総
務
課
長 

鎌 

野 
 

武 

つ
い
先
日
の
こ
と
、
畑
仕
事
が

終
わ
っ
て
居
間
で
仰
向
け
に
寝
転

ん
だ
時
、
真
っ
黒
な
天
井
を
見
て

ふ
と
思
っ
た
。「
こ
の
家
も
古
く
な

っ
た
な
。
ほ
と
ん
ど
壁
が
な
く
、

戸
を
外
せ
ば
柱
だ
け
の
造
り
。
耐

震
性
を
考
え
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
建

て
替
え
の
時
期
か
な
。」 

我
が
家
は
、
昭
和
初
期
に
建
て

ら
れ
た
農
家
の
家
で
、
玄
関
か
ら

勝
手
口
ま
で
土
間
、
居
間
に
は
囲

炉
裏
、台
所
は
土
間
に
竃
と
流
し
、

風
呂
は
五
右
衛
門
風
呂
、
便
所
は

汲
み
取
り
式
（
俗
に
言
う
ポ
ッ
ト

ン
便
所
）、
天
井
が
高
く
、
お
蚕
を

飼
え
る
よ
う
に
天
井
裏
も
か
な
り

広
い
造
り
で
あ
っ
た
。
四
十
年
ほ

ど
前
に
一
部
改
修
し
た
た
め
、
現

在
は
土
間
が
無
く
な
り
、
囲
炉
裏

は
使
用
し
て
お
ら
ず
、
台
所
と
五

右
衛
門
風
呂
、
そ
し
て
便
所
は
一

般
的
な
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
竃

だ
け
は
残
し
て
今
で
も
使
っ
て
い

る
。
あ
と
、
居
間
と
客
間
の
天
井

は
、
か
つ
て
囲
炉
裏
を
使
用
し
て

い
た
こ
ろ
の
名
残
で
煙
に
燻
さ
れ

て
真
っ
黒
。
柱
と
梁
と
の
つ
な
ぎ

目
は
ヤ
ニ
が
漆
喰
の
よ
う
に
な
っ

て
お
り
案
外
丈
夫
か
も
し
れ
な
い
。 

そ
ん
な
家
で
の
生
活
か
ら
、
子
ど

も
の
こ
ろ
は
色
々
な
こ
と
を
経
験

し
学
ん
だ
気
が
す
る
。
例
え
ば
、

五
右
衛
門
風
呂
を
使
っ
て
い
た
こ

ろ
は
、
毎
日
、
風
呂
を
沸
か
す
と

い
う
手
伝
い
が
あ
っ
た
。
な
か
な

か
火
が
着
か
な
か
っ
た
り
、
薪
の

く
べ
過
ぎ
で
燻
っ
て
し
ま
っ
た
り

と
苦
労
し
た
記
憶
が
あ
る
。
い
っ

た
ん
焚
き
終
わ
る
と
、
燠
が
あ
る

間
は
冷
め
な
い
が
、
そ
の
後
は
冷

め
る
の
が
早
い
。
今
で
は
簡
単
に

追
い
炊
き
や
お
湯
が
出
る
が
、
当

時
は
風
呂
の
湯
が
冷
め
た
り
、
湯

が
減
っ
て
水
を
足
し
た
り
し
た
場

合
は
、
再
度
薪
を
く
べ
て
焚
く
こ

と
と
な
る
。
夏
は
い
い
が
、
冬
場

の
夜
は
寒
い
土
間
に
屈
ん
で
の
作

業
で
あ
り
、
手
元
は
暖
か
く
な
る

も
の
の
や
は
り
寒
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
で
き
る
だ
け
追
い
炊
き
を
し

な
い
た
め
に
、
家
族
は
順
番
に
間

を
空
け
ず
に
風
呂
に
入
っ
た
り
、

風
呂
の
湯
が
溢
れ
な
い
よ
う
に
浸

か
っ
た
り
し
た
も
の
だ
。
ま
た
薪

で
風
呂
を
焚
く
た
め
に
は
、
家
の

周
り
か
ら
燃
し
木
を
集
め
、
の
こ

ぎ
り
や
斧
を
使
っ
て
適
当
な
大
き

さ
の
薪
を
こ
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。 

当
時
の
私
に
は
日
常
の
当
た
り

前
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
通
常
で

は
非
日
常
の
風
景
で
あ
り
、
学
校

で
は
火
お
こ
し
な
ど
を
宿
泊
研
修

で
学
ん
で
い
る
。
我
が
家
で
は
年

に
数
回
餅
を
つ
く
が
、
そ
の
も
ち

米
は
竃
で
蒸
か
す
。
そ
の
竃
炊
き

の
担
当
は
、
現
在
は
私
の
息
子
た

ち
が
や
っ
て
い
る
。
幼
稚
園
の
年

中
ぐ
ら
い
か
ら
私
や
じ
い
ち
ゃ
ん

に
火
の
つ
け
方
や
薪
の
く
べ
方
を

教
わ
り
、
小
学
校
に
上
が
っ
た
こ

ろ
に
は
、
上
手
に
火
を
扱
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
我
が
家
の
子

ど
も
は
、
こ
の
古
い
真
っ
黒
な
天

井
の
家
を
気
に
入
っ
て
お
り
、
こ

の
家
に
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
の
体

験
が
で
き
た
こ
と
を
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
私
も
そ
う

思
っ
て
い
た
。 

改
め
て
思
う
の
は
、
親
か
ら
子

へ
の
教
え
や
伝
え
た
こ
と
の
多
く

は
、
日
常
生
活
の
中
に
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
今
、「
家
」
や
「
家
族
」

が
時
代
と
と
も
に
形
を
変
え
、
失

わ
れ
て
い
く
も
の
が
あ
る
こ
と
は

仕
方
な
い
こ
と
だ
が
、
残
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
も
の
も
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

真
っ
黒
な
天
井
を
眺
め
な
が
ら
、

孫
が
で
き
た
と
き
、
そ
の
子
に
も

こ
の
家
で
生
活
し
て
も
ら
え
る
よ

う
、
何
と
か
し
て
こ
の
「
家
」
を

残
し
て
お
こ
う
と
思
っ
た
。 

 

幼
保
こ
小
中
教
職
員
合

同
研
修
会
と
二
年
次
幼

稚
園
研
修 

指
導
主
事 

丹
澤 

謹
志 

五
月
十
二
日
に
国
立
中
央
青
少

年
交
流
の
家
に
お
い
て
、
幼
保
こ

小
中
教
職
員
合
同
研
修
会
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。
本
研
修
会
は
、
御

殿
場
市
教
育
委
員
会
と
御
殿
場
市

役
所
保
育
幼
稚
園
課
の
共
催
に
よ

り
、
平
成
十
二
年
か
ら
続
い
て
い

る
歴
史
あ
る
研
修
会
で
す
。
今
年

度
は
、
御
殿
場
市
立
西
保
育
園
の

折
小
野 

真
樹
保
育
士
と
、御
殿
場

市
立
竈
幼
稚
園
の
本
郷 

未
樹
教

諭
が
日
頃
の
実
践
を
発
表
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
国
立
青

少
年
教
育
振
興
機
構
理
事
長
の
鈴

木 

み
ゆ
き
氏
に
よ
る
講
演
で
は
、

脳
科
学
の
視
点
か
ら「
早
ね 

早
起

き 

朝
ご
は
ん
」の
重
要
性
を
再
確

認
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
六
月
五
日
は
教
職
経
験

二
年
目
の
教
諭
二
十
名
を
対
象
と

か
け
は
し 
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し
た
「
幼
稚
園
実
習
」
が
、
御
殿

場
幼
稚
園
、
玉
穂
幼
稚
園
、
原
里

幼
稚
園
に
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

各
研
修
員
は
、
慣
れ
な
い
園
児
の

対
応
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、
幼
稚

園
教
諭
の
指
導
方
法
の
奥
深
さ
を

実
感
し
て
い
き
ま
す
。 

高
根
小
の
鈴
木
奈
央
子
先
生
は
、

事
後
の
感
想
の
中
で
、「
言
葉
も
十

分
に
分
か
ら
ず
月
齢
に
よ
る
発
達

の
差
も
大
き
い
子
ど
も
た
ち
が
一

つ
の
集
団
と
し
て
生
活
で
き
る
よ

う
に
、
園
児
の
心
に
寄
り
添
っ
て

指
導
す
る
姿
」
や
「
安
全
面
に
配

慮
し
な
が
ら
も
、
子
ど
も
の
表
情

や
動
き
を
見
の
が
さ
な
い
姿
」
に

感
銘
を
受
け
つ
つ
も
、「
自
分
は
子

ど
も
た
ち
を
見
て
い
る
つ
も
り
に

な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
」

と
こ
れ
ま
で
の
指
導
を
問
い
直
し

て
い
ま
し
た
。 

参
加
し
た
教
職
員
に
と
っ
て
、

「
個
々
の
子
ど
も
を
見
つ
め
教
育

活
動
を
進 

め
て
い
く 

こ
と
の
大 

切
さ
」
を 

改
め
て
見 

つ
め
直
す 

よ
い
機
会 

と
な
り
ま 

し
た
。 

 

    

共
同
思
考
が
で
き
る 

学
習
集
団
づ
く
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
育
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ン
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◇
新
し
い
学
級
・
授
業
が
ス
タ
ー

ト
し
て
二
ヶ
月
余
り
が
た
ち
ま
す
。

試
行
錯
誤
の
毎
日
だ
っ
た
こ
と
と

思
い
ま
す
。
授
業
を
参
観
さ
せ
て

も
ら
う
た
び
に
、
先
生
方
の
授
業

づ
く
り
・
学
級
づ
く
り
へ
の
熱
心

な
取
組
に
頭
が
下
が
る
思
い
を
し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
共
同
思

考
が
で
き
る
学
習
集
団
の
形
成
」

と
「
教
師
の
熱
意
」
と
い
う
視
点

か
ら
二
つ
の
事
例
を
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
朝
日

小
学
校
の
事
例
で
す
。 

◇
ま
ず
六
年
、
友
光
優
治
学
級
の

道
徳
授
業
で
す
。 

指
導
内
容
は
、
節
度
・
節
制
、

教
材
は
「
だ
か
ら
言
っ
た
の
に
」

で
し
た
。「
だ
か
ら
言
っ
た
の
に
、

と
言
う
洋
子
の
言
葉
が
頭
を
よ
ぎ

っ
た
時
の
順
一
（
主
人
公
）
の
気

持
ち
は
？
」
と
い
う
発
問
を
受
け

て
、
子
ど
も
た
ち
が
次
々
と
発
言

を
し
ま
す
。 

「
洋
子
の
言
う
通
り
だ
っ
た
。

も
っ
と
素
直
に
聞
け
ば
良
か
っ

た
。」、「
あ
の
時
、
洋
子
の
言
う
こ

と
を
聞
い
て
い
た
ら
、
し
っ
か
り

挨
拶
が
で
き
た
の
に
。」同
様
な
意

見
が
続
き
ま
す
。
七
人
目
の
Ａ
さ

ん
は
違
っ
た
見
方
を
し
ま
す
。 

「
順
一
は
い
つ
も
適
当
な
の
で
、

（
適
当
に
や
る
）
く
せ
が
つ
い
て

い
る
。
だ
か
ら
洋
子
に
突
然
言
わ

れ
て
も
、
す
ぐ
に
は
直
せ
な
い
。」 

「
突
然
じ
ゃ
な
く
て
、
い
つ
も
洋

子
は
注
意
し
て
い
る
。」「
洋
子
は

お
母
さ
ん
み
た
い
に
順
一
を
心
配

し
て
い
る
。」な
ど
の
Ａ
さ
ん
の
意

見
に
反
対
す
る
つ
ぶ
や
き
が
あ
ち

こ
ち
か
ら
出
て
く
る
中
、
今
度
は

Ｂ
さ
ん
が
発
言
し
ま
す
。 

「
順
一
は
い
つ
も
ふ
ざ
け
て
い

る
。
洋
子
に
言
わ
れ
て
上
履
き
を

し
っ
か
り
履
い
て
い
た
と
し
て
も
、

ま
た
ふ
ざ
け
て
し
ま
い
、
食
器
を

こ
わ
し
た
か
も
し
れ
な
い
。」 

Ａ
さ
ん
が
も
う
一
度
念
を
押
す
よ

う
に
発
言
し
ま
す
。 

「
毎
回
言
っ
て
も
直
ら
な
い
。

こ
こ
で
一
回
言
っ
て
も
直
ら
な

い
。」 こ

れ
以
後
「
洋
子
の
言
葉
で
は

直
ら
な
い
」
と
い
う
十
数
名
の
子

ど
も
た
ち
の
発
言
が
、教
師
の「
洋

子
は
言
い
過
ぎ
っ
て
こ
と
」
と
い

う
感
想
も
混
え
な
が
ら
続
き
ま
す
。 

そ
ん
な
中
で
今
度
は
Ｃ
さ
ん
が
、 

「
順
一
は
反
省
を
し
て
い
る
。
一

回
怒
ら
な
い
と
ま
た
や
る
。
時
に

は
厳
し
く
し
な
い
と
ま
た
同
じ
こ

と
を
や
る
。」と
洋
子
の
言
葉
の
重

要
性
を
喚
起
す
る
発
言
を
し
ま
す
。 

子
ど
も
た
ち
は
、
順
一
に
と
っ
て

洋
子
の
言
葉
が
ど
ん
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
か
、
も
う
一
度
考
え

始
め
ま
す
…
。
子
ど
も
た
ち
は
、

自
分
た
ち
の
力
で
探
り
な
が
ら
話

合
い
を
進
め
て
い
ま
し
た
。 

◇
授
業
が
終
わ
っ
て
み
れ
ば
、
も

う
一
歩
本
時
の
主
題
に
迫
り
き
れ

な
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
大
事
な
こ
と
は

「
子
ど
も
た
ち
の
力
で
話
し
合
い

が
進
め
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、

集
団
で
思
考
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
学
習
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。 

個
に
目
を
向
け
れ
ば
、
友
達
の

考
え
を
聞
き
、
参
考
に
し
な
が
ら

自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
集
団
と
し
て
見
直
す
と
、

個
の
考
え
が
次
々
と
出
さ
れ
る
な

か
で
、
一
人
の
考
え
だ
け
で
は
生

ま
れ
な
い
、
多
様
性
や
深
さ
を
生

み
出
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

一
人
の
意
見
が
他
の
子
を
刺
激
し
、

そ
の
刺
激
を
受
け
た
子
が
さ
ら
に

他
の
子
の
考
え
を
生
ん
で
い
く
。

そ
ん
な
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。 

 

教
室
と
い
う
場
に
た
ま
た
ま
集

ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
、共
に「
学

び
合
う
仲
間
意
識
」
と
「
学
び
合

う
技
術
」
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た

と
き
、
こ
の
よ
う
な
学
習
集
団
が

生
ま
れ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
集
団
が
一
度
で
き
あ

が
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
問
題
意

識
に
あ
っ
た
問
い
に
出
合
え
ば
、

ど
の
教
科
で
も
活
発
な
話
し
合
い

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
の
授
業
が
楽
し
み
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。 

◇
教
師
の
熱
い
思
い
が
見
え
て
く

る
学
級
も
あ
り
ま
し
た
。
三
年
の

安
齋
久
裕
学
級
で
す
。 

教
室
背
面
の
掲
示
物
。
子
ど
も

た
ち
の
作
文
（
日
記
？
）
が
並
ん

で
掲
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
一
枚
だ
け
二
行
し
か
書
い
て
な

い
作
文
が
あ
り
ま
し
た
。（
後
で
聞

く
と
外
国
か
ら
の
転
入
で
ま
だ
文

字
を
書
く
こ
と
が
十
分
に
で
き
な

い
と
の
こ
と
で
す
。） 

そ
の
二
行
の
作
文
に
、
教
師
が

そ
の
何
倍
も
の
コ
メ
ン
ト
を
書
き

込
ん
で
い
ま
し
た
。
思
わ
ず
こ
の

コ
メ
ン
ト
を
写
し
取
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
教
師
と
し
て
の
熱
い
思

い
、
確
か
な
教
育
観
が
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。 

 

教
育
指
導
セ
ン
タ
ー
か
ら 


