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❖ 

ま
え
が
き

　

私
が
小
学
校
の
教
頭
を
務
め
て
い
た
平
成
28
年
４
月
、
熊
本
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。
私
の
自
宅
が
あ
る
熊
本
市
は

震
度
６
強
、
被
害
が
一
番
大
き
か
っ
た
益
城
町
で
は
震
度
７
の
激
し
い
揺
れ
が
襲
っ
た
の
で
す
。
震
災
の
衝
撃
は
あ
ま

り
に
も
大
き
く
、
家
族
や
住
居
を
奪
わ
れ
、
人
生
を
根
本
か
ら
変
え
ら
れ
た
人
た
ち
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

学
校
は
避
難
所
と
な
り
、
多
く
の
被
災
者
が
寝
泊
ま
り
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
地
域
住
民
が
結
束

し
、
全
国
か
ら
の
多
く
の
人
々
の
支
援
を
受
け
、
運
営
が
な
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
人
々
が
力
を
合
わ
せ
れ
ば
困
難
を

乗
り
越
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
人
の
や
さ
し
さ
を
心
か
ら
あ
り
が
た
い
と
感
じ
た
も
の
で
す
。

　

私
が
生
ま
れ
育
っ
た
昭
和
30
～
40
年
代
、
子
ど
も
た
ち
は
「
学
校
の
先
生
の
言
う
こ
と
を
し
っ
か
り
聞
き
な
さ
い
」

と
親
に
言
わ
れ
て
育
ち
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
家
に
帰
っ
て
先
生
に
叱
ら
れ
た
こ
と
を
親
に
話
す
と
、「
お
前
が
悪
い
」

と
さ
ら
に
激
し
く
叱
ら
れ
ま
し
た
。
教
師
に
ま
だ
権
威
が
あ
っ
た
時
代
の
こ
と
で
す
。

　

私
が
育
っ
た
校
区
で
は
、
町
内
対
抗
小
学
生
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
同
じ
町

内
の
お
じ
さ
ん
た
ち
か
ら
そ
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
ま
し
た
。
近
所
に
は
、
お
っ
か
な
い
お
ば
さ
ん
が
い
て
、
子
ど
も
た

ち
が
悪
さ
を
し
よ
う
も
の
な
ら
「
こ
ら
ー
っ
！
」
と
大
声
で
怒
鳴
ら
れ
た
り
も
し
ま
し
た
。
放
課
後
の
遊
び
場
で
あ
っ

た
神
社
で
は
年
齢
の
異
な
る
子
ど
も
た
ち
が
一
緒
に
遊
び
、
け
ん
か
が
起
き
て
も
上
級
生
が
仲
裁
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
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古
き
良
き
時
代
に
帰
り
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち
は
、
学
校
以
外
の
場
所
で
も
「
見
え

な
い
教
育
」
を
受
け
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

い
つ
の
ま
に
か
そ
の
よ
う
な
時
代
は
過
ぎ
去
り
、
教
師
の
権
威
は
な
く
な
り
、
家
庭
や
地
域
の
教
育
力
は
弱
く
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の
教
育
を
一
身
に
背
負
い
込
ん
だ
学
校
は
、
ま
す
ま
す
忙
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

文
部
科
学
省
が
平
成
29
年
３
月
に
公
示
し
た
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
理
念
は
「
よ
り
よ
い
学
校
教
育
を
通
じ
て
よ

り
よ
い
社
会
を
創
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
資
質
・
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
は
、
学
校
関
係
者

は
も
と
よ
り
、
家
庭
や
地
域
の
人
々
も
含
め
、
全
て
の
大
人
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
理
念
で
あ
っ
て
も
、
全
て
の
大
人
に
伝
わ
ら
な
く
て
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

熊
本
地
震
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
し
て
「
学
校
と
社
会
の
幸
福
論
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
物
語
を
つ
く
り
、
多
く

の
人
達
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
漫
画
で
表
現
し
た
も
の
が
本
書
で
す
。

　

各
章
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
で
は
、「
こ
れ
か
ら
の
人
生
と
社
会
を
考
え
る
ビ
ジ
ネ
ス
書
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
も
う
け
ま

し
た
。
き
っ
と
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
人
生
や
創
造
す
る
べ
き
社
会
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。　
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解説1
　

経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
は
、
平
成
25
年
に
実
施
し
た
国
際
教
員
指
導
環
境
調
査
（
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
）
の
結

果
を
公
表
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
教
師
の
１
週
間
あ
た
り
の
勤
務
時
間
は
、
参
加
国
平
均
38
・
３
時
間
に
対
し

て
日
本
は
53
・
９
時
間
と
な
っ
て
お
り
、
参
加
国
中
断
ト
ツ
に
長
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

多
忙
化
の
要
因
は
様
々
で
す
が
、
社
会
の
変
化
に
合
わ
せ
て
教
育
内
容
が
増
え
細
や
か
な
対
応
が
要
求
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
大
き
い
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、
情
報
教
育
、
外
国
語
教
育
、
と
い
っ

た
学
習
内
容
が
増
え
ま
し
た
。
道
徳
教
育
や
特
別
支
援
教
育
の
充
実
、
全
国
学
力
調
査
に
お
け
る
学
力
の
向
上
も
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
じ
め
や
不
登
校
な
ど
の
問
題
に
対
す
る
学
校
の
対
応
も
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
放
課
後
や

土
日
に
行
わ
れ
る
部
活
動
の
指
導
も
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

学
校
の
多
忙
化
が
進
め
ば
、
満
足
な
授
業
の
準
備
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
教
師
が
自
ら
の
能
力
を
開
発
す
る
た
め

の
時
間
も
確
保
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
教
師
を
志
望
す
る
若
者
が
減
れ
ば
、
優
秀
な
人
材
が
教
育
界
に
来
な

く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
未
来
社
会
を
形
成
し
て
い
く
日
本
人
を
育
て
る
こ
と
さ
え
難
し
く
な

る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
単
に
学
校
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
国
家
レ
ベ
ル
の
問
題
な
の
で
す
。

学
校
の
多
忙
化
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★ 

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革

　

そ
も
そ
も
政
府
が
す
す
め
る
「
働
き
方
改
革
」
と
は
、
働
く
人
の
視
点
に
立
ち
、
働
く
文
化
や
風
土
も
含
め
て
変
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
人
一
人
が
よ
り
良
い
将
来
の
展
望
を
持
ち
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
企
業

の
経
営
者
や
行
政
の
ト
ッ
プ
が
勤
務
時
間
の
短
縮
や
業
務
改
善
を
推
進
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
民

自
ら
が
、
自
分
も
含
め
て
働
く
人
の
立
場
に
立
ち
、
今
後
ど
ん
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
目
指
す
の
か
を
主
体
的
に
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。

　

文
部
科
学
省
は
「
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
特
別
部
会
」
を
立
ち
上
げ
、
平
成
29
年
８
月
に
緊
急
提
言
を
ま
と
め

ま
し
た
。
そ
れ
に
は
、「
教
職
員
一
人
一
人
の
問
題
に
と
ど
め
る
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
国
や
地
方
公
共

団
体
、
さ
ら
に
は
家
庭
、
地
域
等
を
含
め
た
全
て
の
関
係
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
学
校
種
に
よ
る

勤
務
態
様
の
違
い
や
毎
日
児
童
生
徒
と
向
き
合
う
教
員
と
い
う
仕
事
の
特
性
も
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
解
決
に
向
け
て
、

今
回
の
働
き
方
改
革
の
目
指
す
理
念
を
共
有
し
な
が
ら
、
取
組
を
た
だ
ち
に
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
り

ま
す
。

　

教
育
の
主
体
は
学
校
だ
け
で
は
な
く
、
家
庭
や
地
域
住
民
も
含
む
も
の
で
す
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、
教
育
に
関
す

る
問
題
の
ほ
と
ん
ど
を
学
校
教
育
が
請
け
負
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
学

校
外
で
の
生
活
の
問
題
や
、
放
課
後
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
な
ど
は
、
家
庭
教
育
や
社
会
教
育
で
も
請
け
負
お
う
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
と
は
、
学
校
だ
け
の
改
革
で
は
な
く
、
国
民
一
人
一
人
が
、

教
育
の
在
り
方
を
考
え
て
い
く
改
革
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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