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朝礼実習の進め方 

 進行役：① 一歩前へ出る 

② 目線を全員に配る 

③ 15度の黙礼 

④ 「開始 5秒前です。姿勢を正してください。」 

④ 元の位置に素早く戻る 

〓5秒後〓 

⑤ 15度の黙礼 

⑥ 「東京ＣＰＡ会計学院、○○△△（フルネーム）、進行いたします。」 

  「○月○日○曜日、ただいまより朝礼を始めます。」 

  「朝の挨拶、○○社長！」 

⑦ 元の位置に素早く戻る 

 

社長役：① 素早く一歩前（輪の中央）に出る。 

    ② 目線を全員に配る 

    ③ 「みなさん！」 

全 員：  「おはようございます（30度の礼）」 

社長役：④「今日のスピーチ」 

全 員：⑤ 15度の黙礼 

社長役： 元の位置に素早く戻る 

 

進行役：① 一歩前へ出る 

    ②「挨拶実習、リーダー○○さん！」 

挨拶長：①「はい！」 

    ②「挨拶実習を始めます。お願いします！（30度の礼）」 

全 員：「お願いします！」 

挨拶長：①「おはようございます！」 

     ②「おねがいします！」     各３回繰り返す 

③「ありがとうございました」 

④「失礼します」 

    ⑤「以上で挨拶実習を終わります！ 

        ありがとうございました（30度の礼）」 

全 員：「ありがとうございました(30度の礼)」 

挨拶長：元の位置に素早く戻る 

 



 

 

 進行役：①一歩前へ出る 

    ②「会計人の教養輪読、リーダー○○さん！」 

教養長：①「はい！」 

進行役：  元の位置に素早く戻る 

教養長：「お願いします！」 

全 員：「お願いします！」 

教養長：① 全員の体制が整ったのを確認 

②「○ページをお開き下さい」 

③「○月○日○曜日、『テーマ』、『本文』」 

 ★段落ごとに教養長が「はい！」と区切る 

 ★順番に「はい！本文(途中段落)…」と続けて本文を読む 

 ★最後に教養長が「はい！ありがとうございました。本文(最終段落)…」 

    ④ 全員が落ち着いたことを確認 

    ⑤「今日の心がけを斉唱いたしましょう」 

     「今日の心がけ！」 

全 員：「○○○をしましょう！」 

教養長：「ありがとうございました（30度の礼）」 

全 員：「ありがとうございました（30度の礼）」 

教養長：  元の位置に素早く戻る 

 

進行役：①一歩前へ出る 

    ② 「以上で朝礼を終わります。」 

      「ありがとうございました（30度の礼）」 

全 員：「ありがとうございました（30度の礼）」 

進行役：「解散します！解散！」 

全 員：「はい！」 
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学校掲示「今日の言葉 2015年3月20日分」より 
 ※「今日の言葉」とは、学生が毎日交代で名言・格言を書くコーナーです。 



2016 DECEMBER 平成28年 師走[しわす] 

第2巻12号(通算18号) 

今月の目標  

23 22 21 

金 木 水 

日
々
の
掃
除 

暮
ら
し
を
支
え
る 

万
能
食
品 

上
司
と
の
付
き
合
い
方 

20 19 18 

※ここに、今月の目標を記入しましょう。 



 
 

(木) 前前前世 

今
日
の
心
が
け
◆
映
画
の
音
楽
も
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

 

「
前
前
前
世
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
、
最
近
聞
い
た
人
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、

映
画
「
君
の
名
は
。
」
の
主
題
歌
と
な
っ
た
曲
で
、
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ｉ
Ｍ
Ｐ
Ｓ

ラ

ッ

ド

ウ

ィ

ン

プ

ス

と
い
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
作

詞
作
曲
を
手
掛
け
た
も
の
で
す 

 
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ｉ
Ｍ
Ｐ
Ｓ
の
歌
詞
は
、
直
接
的
な
表
現
を
使
っ
て
思
い
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
何
か

に
例
え
た
り
、
情
景
を
出
し
た
り
と
間
接
的
な
表
現
が
多
く
、
言
葉
の
使
い
回
し
を
考
え
て
作
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

前
前
前
世
で
言
え
ば
「
君
の
前
前
前
世
か
ら
僕
は
君
を
探
し
始
め
た
よ
」
の
部
分
な
ど
、
直
接
的
に

相
手
に
好
意
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
遠
回
し
に
伝
え
る
、
言
葉
の
使
い
回
し
が
う
ま
く
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 

直
接
的
に
言
え
ば
簡
単
に
相
手
に
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
遠
回
し
に
言
う
こ
と
で

よ
り
言
葉
に
深
み
、
重
み
が
出
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

「
君
の
名
は
」
は
今
大
ヒ
ッ
ト
上
映
中
で
す
。
映
像
だ
け
で
な
く
、
音
楽
に
も
注
目
し
て
み
る
と
よ

り
映
画
の
中
に
惹
き
込
ま
れ
て
、
楽
し
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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(金) 
カニ味噌 

今
日
の
心
が
け
◆
カ
ニ
味
噌
を
食
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

と
う
と
う
肌
寒
く
感
じ
る
時
季
が
訪
れ
て
き
ま
し
た
。 

日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
季
節
の
変
わ
り
目
に
、
景
観
、
文
化
、
慣
習
等
に
つ
い
て
、
四
季
折
々

し

き

お

り

お

り

の

多
様
な
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
、
食
文
化
は
そ
の
最
た
る
例
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

例
え
ば
、
同
じ
食
材
で
も
、
季
節
に
よ
っ
て
味
が
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
を
旬
の

食
材
と
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
カ
ニ
味
噌
と
い
う
食
材
は
特
別
な
位
置
づ
け

で
す
。 

人
間
で
い
う
膵
臓

す
い
ぞ
う

や
肝
臓

か
ん
ぞ
う

と
同
じ
働
き
を
行
う
カ
ニ
の
部
位
が
カ
ニ
味
噌
と
よ
ば
れ
ま
す
。
カ
ニ
味

噌
は
、
食
通
の
間
で
も
珍
味

ち

ん

み

と
評
価
さ
れ
、
冬
の
よ
う
な
湿
気
が
ほ
と
ん
ど
な
い
時
季
で
は
、
脂
質
が

凝
縮
さ
れ
て
、
絶
品
と
も
い
え
る
味
に
な
る
そ
う
で
す
。 

高
額
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
で
し
か
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
価
値
あ
る
珍
味
を
、
是
非
、
体

験
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 
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(土) 心のゆとり 

今
日
の
心
が
け
◆
心
の
ゆ
と
り
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

 

か
っ
こ
い
い
人
、
素
敵
な
人
、
尊
敬
す
る
人
、
そ
の
よ
う
な
人
が
、
み
な
さ
ん
の
周
り
に
ど
の
く
ら

い
い
ま
す
か
。 

高
校
時
代
の
恩
師
で
あ
る
Ｏ
先
生
は
、
私
が
尊
敬
す
る
人
の
一
人
で
す
。 

 
Ｏ
先
生
は
、
口
う
る
さ
い
こ
と
で
私
の
学
校
で
は
ち
ょ
っ
と
し
た
有
名
人
で
し
た
。
そ
ん
な
Ｏ
先
生

の
こ
と
が
嫌
い
だ
っ
た
私
は
、
授
業
中
悪
態
を
つ
き
、
困
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
を
し
て
お
り
、

嫌
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
ん
な
あ
る
日
、
私
が
東
京

会
計
学
院
へ
の
入
学
を
心
に
決
め
、
Ｏ
先
生
に
簿
記
の
こ
と
に
つ

い
て
教
え
を
乞
い
に
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
こ
と
を
謝
る
と
、
Ｏ
先
生
は
快
く
許
し
て
く
れ
、
ま

る
で
自
分
の
腹
を
痛
め
て
生
ん
だ
我
が
子
の
よ
う
な
目
で
私
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

な
ん
て
、
心
の
広
い
人
だ
。
と
そ
の
時
初
め
て
、
Ｏ
先
生
に
対
し
て
尊
敬
の
意
が
生
ま
れ
た
と
同
時

に
、
大
事
な
の
は
心
の
ゆ
と
り
を
持
つ
こ
と
だ
と
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 
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( 月 炬燵
こ た つ

 

今
日
の
心
が
け
◆
温
も
り
を
感
じ
ま
し
ょ
う
。 

朝
夕
の
、
凍い

て
つ
く
よ
う
な
北
風
が
肌
身
に
沁し

み
る
季
節
が
訪
れ
ま
し
た
。
こ
の
季
節
に
な
る
と
、

暖
房
器
具
を
使
用
す
る
機
会
も
増
え
、
冬
が
来
た
の
だ
と
実
感
す
る
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。 

暖
房
器
具
の
な
か
で
、
一
番
日
本
人
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
が
炬
燵
で
す
。
炬
燵
は
、
室
町
時
代
か

ら
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
長
き
に
渡
り
日
本
人
に
愛
用
さ
れ
て
来
ま
し
た
。 

江
戸
時
代
で
は
、
炬
燵
を
だ
す
日
が
※｢

亥い

の
月
亥い

の
日｣

と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
代
は
、

練
炭

れ
ん
た
ん

を
燃
料
と
し
て
お
り
、
現
代
は
、
椅
子

い

す

に
座
っ
て
使
え
る
洋
風
の
炬
燵
や
、
掛
け
布
団
な
し
で
使

え
る
炬
燵
が
登
場
し
、
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
で
は
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
も
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
炬
燵
の
機
能
性
は
向
上
し
て
き
ま
し
た
が
、
炬
燵
を
使
用
し

た
と
き
の
温
も
り
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
、
炬
燵
の
よ
う
に
時
代
を
超
え
て
も
変
わ
ら
ぬ
温
も
り
を
、
伝
え
て
い
け
た
ら
良
い
で

す
ね
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

※

年
は
、
11
月
の

日
頃
を
さ
す
。 
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(火) 感動のタクシー会社 

今
日
の
心
が
け
◆
真
心
を
持
っ
て
接
し
ま
し
ょ
う
。 

 

長
野
市
民
か
ら
圧
倒
的
な
支
持
を
得
て
、
県
内

の
売
上
実
績
を
誇
る
タ
ク
シ
ー
会
社
で
あ
る
中

央
タ
ク
シ
ー
。
中
央
タ
ク
シ
ー
は
地
方
で
経
営
す
る
タ
ク
シ
ー
会
社
の
９
割
が
赤
字
と
い
わ
れ
る
中
、

破
竹
の
勢
い
で
利
益
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。 

 

お
客
様
が
「
30
分
待
っ
て
で
も
乗
り
た
い
」
と
言
う
ほ
ど
の
人
気
を
支
え
る
の
は
、
徹
底
し
た
「
真

心
サ
ー
ビ
ス
」
に
あ
り
ま
す
。
中
央
タ
ク
シ
ー
の
す
べ
て
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
タ
ク
シ
ー
会
社
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
親
切
で
す
。
高
齢
者
に
は
さ
っ
と
手
を
貸
し
、
さ
り
げ
な
く
買
い
物
袋
を
運
び
、
雨
の
日

に
は
傘
も
差
し
ま
す
。
そ
し
て
、
車
内
の
会
話
を
通
し
て
お
客
様
の
家
族
の
こ
と
を
気
に
か
け
、

メ

ー
ト
ル
と
い
う
近
距
離
で
も
喜
ん
で
運
行
し
て
く
れ
る
、
ま
る
で
家
族
の
よ
う
な
存
在
で
す
。 

 

中
央
タ
ク
シ
ー
に
は
、
接
客
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
実
は
、
そ
の
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を

支
え
て
い
る
の
は
、
驚
く
ほ
ど
仲
の
良
い
社
員
た
ち
の
人
間
関
係
で
す
。
会
長
の
宇
都
宮
氏
は
、
「
社

内
の
良
い
人
間
関
係
こ
そ
が
、
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

中
央
タ
ク
シ
ー
は
、
離
職
率
が
20
～
30
％
と
い
わ
れ
る
業
界
に
あ
っ
て
、
わ
ず
か

％
と
い
う
低

い
離
職
率
を
実
現
し
て
お
り
、
社
員
同
士
の
幸
せ
が
お
客
様
を
幸
せ
に
す
る
と
い
う
好
循
環
を
生
み
出

し
て
い
ま
す
。 

 

利
益
よ
り
も
お
客
様
の
満
足
と
幸
福
実
現
を
優
先
す
る
中
央
タ
ク
シ
ー
。
長
野
県
に
足
を
運
ん
だ
際

に
は
利
用
し
て
み
た
い
で
す
ね
。 
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(水) 視野を広げる 

今
日
の
心
が
け
◆
視
野
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。 

視
野
が
広
い
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

一
般
的
に
「
視
野
が
広
い
人
」
と
い
う
の
は
、
今
だ
け
や
目
の
前
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か

ら
先
の
こ
と
を
見
据
え
た
行
動
や
、
周
り
の
人
の
事
を
考
え
た
言
動
が
で
き
る
人
の
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。 ま

た
、
視
野
の
広
が
り
を
実
感
す
る
に
は
、
自
ら
が
成
長
し
、
過
去
の
自
分
を

顧
か
え
り

み
た
時
初
め
て

「
視
野
の
狭
さ
」
や
「
視
野
の
広
が
り
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。 

視
野
を
広
げ
る
に
は
、
自
ら
が
成
長
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
決
し
て
今
ま
で
の
自
分
を
正
し
い
と

思
わ
ず
、
新
し
い
知
識
や
体
験
、
人
と
の
触
れ
合
い
に
よ
っ
て
過
去
の
自
分
に
は
な
い
よ
う
な
考
え
に

ふ
れ
、
吸
収
す
る
こ
と
で
、
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
、
社
会
に
出
て
い
く
私
た
ち
に
と
っ
て
、
新
し
い
も
の
に
遭
遇

そ
う
ぐ
う

す
る
機
会
は
沢
山

た
く
さ
ん

あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
素
直
さ
を
も
っ
て
受
け
入
れ
、
時
に
は
貪
欲

ど
ん
よ
く

に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
然
と
視
野
を
広
げ
て
い
く
事
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

 6 



 
 

(木) 怠惰 

今
日
の
心
が
け
◆
怠
惰
に
な
っ
て
い
な
い
か
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。 

キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
七
つ
の
大
罪
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
暴
食

ぼ
う
し
ょ
く

、
色
欲

し
き
よ
く

、
強
欲

ご
う
よ
く

、

憤
怒

ふ

ん

ぬ

、
怠
惰

た

い

だ

、
傲
慢

ご
う
ま
ん

、
嫉
妬

し

っ

と

と
い
う
人
間
を
罪
に
導
く
可
能
性
の
あ
る
七
つ
の
欲
望
や
感
情
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。 

そ
の
な
か
で
、
私
達
に
も
っ
と
も
身
近
な
の
が
、「
怠
惰
」
で
す
。 

誰
し
も
が
、「
や
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
に
、
つ
い
つ
い
楽
な
方
へ
流
れ
て
し
ま
う
。
」
「
手
を
付
け

て
は
い
る
が
、
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
」
と
い
っ
た
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 こ

の
よ
う
な
状
態
は
、
検
定
後
な
ど
、
何
か
し
ら
の
緊
張
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
に
起
こ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
こ
と
は
大
事
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
な
け
れ

ば
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
状
態
を
引
き
ず
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
日
頃
か
ら
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
生
活
を
す
る
こ
と
が
大

切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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(金) 独立
どくりつ

自尊
じ そ ん

 

今
日
の
心
が
け
◆
強
く
生
き
ま
し
ょ
う
。 

 

み
な
さ
ん
は
、
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
立
ち
向
か
っ
て
い
ま
す
か
。 

 

私
た
ち
が
、
こ
れ
ま
で
困
難
を
乗
り
越
え
て
来
ら
れ
た
の
は
、
い
つ
も
誰
か
の
支
え
や
助
け
が
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
独
立
自
尊
と
は
、
明
治
国
家
が
誕
生
し
た
時
、
福
澤

ふ
く
ざ
わ

諭ゆ

吉き
ち

に
よ
っ
て
遺の

こ

さ
れ
た
言
葉
で
す
。
こ
の
言

葉
は
、「
他
人
の
力
を
頼
る
人
は
、
人
の
ご
機
嫌
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
利
用
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
分
で
考
え
、
自
分
で
行
動
し
、
他
人
に
頼
ら
な
い
精
神
を
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
。
」

と
い
う
考
え
で
す
。 

 

困
難
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
誰
か
を
頼
る
の
も
、
一
つ
の
方
法
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
一
人
で
立
ち
向
か
っ
て
い
く
覚
悟
も
、
必
要
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
本
気
で
立
ち
向
か
っ
て
い
る
姿
に
、
周
り
の
人
は
自
然
と
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
支
え
あ
っ
て
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
ま
す
が
、
周
り
の
人
の
優
し
さ
に
甘
え
す
ぎ
な
い

よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
ね
。 
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(土) 光と影 

今
日
の
心
が
け
◆
し
っ
か
り
学
び
ま
し
ょ
う
。 

 

「
こ
こ
に
暮
ら
す
喜
び
と
、
切
な
さ
ま
で
も
共
感
で
き
る
市
民
と
地
域
で
あ
り
た
い
。
」
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
の
も
と
、
熊
本
で
は
「
み
ず
あ
か
り
」
と
い
う
祭
典
が
行
わ
れ
ま
す
。 

 
「
竹
」「
水
」「
ろ
う
そ
く
」
等
の
熊
本
の
資
源
を
生
か
し
た
灯
り
の
祭
典
で
、
七
千
人
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
手
に
よ
っ
て
、
熊
本
の
夜
の
街
が
灯
り
で
包
ま
れ
ま
す
。 

 

竹
の
隙
間
か
ら
ろ
う
そ
く
が
溢
れ
、
美
し
い
光
と
強
い
影
が
で
き
ま
す
。 

 

ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
文
豪
、
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ィ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ー
テ
氏
は
、
「
光
が
多
い

と
こ
ろ
で
は
、
影
も
強
く
な
る
。
」
と
い
う
名
言
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
も
、
し
っ
か
り
学
び
、
土
台
を
身
に
つ
け
て
、
社
会
に
出
て
輝
く
人
に
な
り
た
い
で
す
ね
。 
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(月) 経営の神様 

今
日
の
心
が
け
◆
見
方
を
変
え
、
福
を
増
や
し
ま
し
ょ
う
。 

 

戦
後
日
本
を
代
表
す
る
実
業
家
の
ひ
と
り
に
、「
経
営
の
神
様
」
の
異
名
を
持
つ
人
物
が
い
ま
し
た
。

世
界
的
な
総
合
家
電
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
「
松
下
電
器
産
業
」
（
現
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
株
式
会
社
）
を
一

代
で
築
き
上
げ
た
経
営
者
、
松
下
幸
之
助
で
す
。 

 

経
営
の
神
様
と
呼
ば
れ
る
所
以
は
、
自
主
責
任
経
営
の
徹
底
と
経
営
者
の
育
成
を
目
的
と
し
て
、
日

本
で
初
め
て
組
織
と
し
て
の
事
業
部
制
を
実
施
す
る
な
ど
、
独
自
の
思
想
を
持
っ
て
経
営
に
携
わ
る
名

手
と
し
て
天
才
的
な
技
量
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。 

 

そ
ん
な
成
功
者
と
し
て
の
松
下
幸
之
助
で
す
が
、
少
年
時
代
を
自
分
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
境
遇

の
中
で
過
ご
し
ま
し
た
。
松
下
家
が
幼
い
頃
に
凋
落
し
た
た
め
、
小
学
校
を
４
年
で
中
退
し
、
９
歳
で

親
元
を
離
れ
丁
稚
奉
公
に
出
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
毎
年
10
月
か
ら
３
月
ま
で
風
邪
で
床
に
伏
せ
る

ほ
ど
常
に
健
康
状
態
も
良
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
松
下
幸
之
助
は
成
功
の
秘
訣
を
「
貧
乏
で
学
歴
も
な
く
、
体
も
弱
か
っ
た
。
だ
か
ら
成
功

し
た
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
貧
し
か
っ
た
か
ら
お
金
の
価
値
が
わ
か
っ
た
。
学
歴
が
な
い
か
ら
自
分

よ
り
優
秀
な
人
の
力
を
借
り
た
。
健
康
で
な
か
っ
た
か
ら
人
に
任
せ
る
し
か
な
く
、
結
果
的
に
部
下
が

育
っ
た
。
普
通
な
ら
ば
成
功
し
な
い
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
要
因
が
、
自
分
を
成
功
に
導
い

た
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。 

 

禍
を
転
じ
て
福
と
為
す
。
ま
さ
に
、
松
下
幸
之
助
は
自
身
に
降
り
か
か
っ
た
災
難
を
立
場
や
見
方
を

変
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
功
へ
の
足
掛
か
り
に
し
た
の
で
す
。
事
実
は
ひ
と
つ
で
す
。
し
か
し
、

考
え
方
は
ひ
と
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
選
択
し
た
考
え
方
で
、
禍
を
禍
の
ま
ま
に
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。 
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ま
つ
し
た
で
ん
き
さ
ん
ぎ
ょ
う 

ま
つ
し
た
こ
う
の
す
け 

で
っ
ち
ぼ
う
こ
う 

ち
ょ
う
ら
く 

と
こ 

 
 

ふ 

わ
ざ
わ
い 



(火) 
蛍
ほたる

丸
まる

サイダー 

今
日
の
心
が
け
◆
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
し
ま
し
ょ
う
。 

 

蛍
丸
と
は
、

年
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
混
乱
の
中
で
所
在
不
明
と
な
っ
た
、

阿
蘇
神
社
の
宮
司

ぐ

う

じ

に
代
々
伝
わ
る
宝
刀

ほ
う
と
う

で
す
。 

 

「
刀
剣

と
う
け
ん

乱
舞

ら

ん

ぶ

」
と
い
う
ゲ
ー
ム
か
ら
爆
発
的
に
広
ま
っ
た
刀
剣
ブ
ー
ム
を
追
い
風
に
、
地
元
の
特
産

品
企
画
会
社
「
阿
蘇
・
岡
本
」
は
、
今
年
２
月
か
ら
「
蛍
丸
サ
イ
ダ
ー
」
の
開
発
を
進
め
て
い
ま
し
た

が
、
熊
本
地
震
に
よ
り
完
成
間
近
に
被
災
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

阿
蘇
神
社
は
本
震
に
よ
り
、
国
の
重
要
文
化
財
で
あ
る
楼
門

ろ
う
も
ん

が
倒
壊
、
神
殿

し
ん
で
ん

や
社
殿

し
ゃ
で
ん

な
ど
も
大
き
な

被
害
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
被
災
か
ら
１
か
月
後
の
５
月
16
日
、「
阿
蘇
神
社
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
と
し
て
「
蛍
丸
サ
イ
ダ
ー
」
が
発
売
さ
れ
ま
し
た
。 

１
本

円
を
神
社
復
旧
の
た
め
に
寄
付
し
て
お
り
、
発
売
か
ら
３
週
間
で
３
万
本
売
れ
注
目
さ
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

し
か
し
最
近
は
、
震
災
の
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ス
や
ネ
ッ
ト
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て
く
だ
さ
る
方
も
減
少
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
ま
だ
ま
だ
熊
本
は
復
興
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
自
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
す
る
な
ど
、
で
き
る
こ

と
を
少
し
で
も
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。 
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(水) 教養人 

今
日
の
心
が
け
◆
自
分
に
必
要
な
教
養
と
は
何
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

教
養
と
は
、
学
問
や
幅
広
い
知
識
、
精
神
の
修
養
を
通
し
て
得
ら
れ
る
「
創
造
的
活
力
」
や
物
事
に

対
す
る
「
理
解
力
」
な
ど
を
い
い
ま
す
。
ま
た
、
社
会
生
活
を
営
む
上
で
必
要
で
あ
り
、
専
門
的
、
職

業
的
知
識
を
意
識
し
た
も
の
を
「
一
般
教
養
」
と
称
し
ま
す
。 

教
養
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
基
と
な
っ
た
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
のc

u
l
tu
r
e

カ

ル

チ

ャ

ー

が
、「
耕
作

こ
う
さ
く

」
と
い
う
意

味
の
ラ
テ
ン
語
のc

u
l
tu
r
a

ク
ル
ト
ゥ
ー
ラ

か
ら
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
間
の
精
神
を

耕
た
が
や

す
こ
と
が
教
養
で
あ
る
と

し
て
「
心
の
耕
作
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

何
を
以も

っ

て
心
を
耕
す
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
一
般
的
に
教
養
を
身
に
つ
け
る
の
に
最
適
な
こ
と

は
、
本
を
読
む
こ
と
。
多
く
は
古
典
や
歴
史
書
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
た
だ
本
で
学
ぶ
だ
け
で
は
、
立
派
な
教
養
人
で
は
な
く
、
た
だ
の
知
識
人
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
知
識
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
ど
う
活
か
す
か
が
、
立
派
な
教
養
人
と
し
て
の
カ
ギ
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

ま
た
、
必
要
と
さ
れ
る
教
養
は
、
年
代
や
環
境
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
今
、
私
達
が
身
に

つ
け
て
お
く
べ
き
教
養
は
何
な
の
か
、
改
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 
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(木) ラーメン 

今
日
の
心
が
け
◆
異
文
化
を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
。 

み
な
さ
ん
は
、
ラ
ー
メ
ン
は
お
好
き
で
す
か
。
ラ
ー
メ
ン
と
は
、
麺
・
ス
ー
プ
・
具
材
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
日
本
の
国
民
食
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
人
気
で
す
。 

元
々
、
ラ
ー
メ
ン
の
発
祥
地
は
中
国
で
す
が
、
日
本
に
ラ
ー
メ
ン
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
に

開
国
さ
れ
た
港
に
出
現
し
た
南
京
街

な
ん
き
ん
ま
ち

に
、
中
華
料
理
店
が
開
店
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。 

現
代
で
は
、
麺
や
ス
ー
プ
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
、
ご
当
地
ラ
ー
メ
ン
と
い
う
食
文
化
が
根
付
き
ま
し

た
。
北
海
道
で
は
札
幌
ラ
ー
メ
ン
、
東
京
で
は
東
京
ラ
ー
メ
ン
、
福
岡
で
は
博
多
ラ
ー
メ
ン
と
い
う
様

に
、
各
地
方
の
独
特
な
文
化
に
よ
っ
て
培

つ
ち
か

わ
れ
た
ラ
ー
メ
ン
は
、
も
は
や
中
華
料
理
で
は
な
く
、
日

本
食
と
言
っ
て
も
遜
色

そ
ん
し
ょ
く

な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
異
国
の
食
文
化
を
自
分
た
ち
の
文
化
に
取
り
込
み
、
ア
レ
ン
ジ
を
す
る
事
に
よ
り
日

本
独
特
の
文
化
へ
と
昇
華
さ
せ
た
の
で
す
。 

 

み
な
さ
ん
も
、
異
文
化
を
理
解
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
成
長
に
つ
な
げ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

 

 13 



 
 

(金) 眼鏡とコンタクトレンズ 

今
日
の
心
が
け
◆
自
分
の
目
に
気
を
遣
い
ま
し
ょ
う
。 

み
な
さ
ん
は
、
見
え
て
い
る
世
界
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。 

初
め
て
眼
鏡
を
か
け
た
と
き
、
物
が
は
っ
き
り
見
え
る
こ
と
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
感
動
を
覚
え
た
方

も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
眼
鏡
は
、
視
力
が
良
く
な
い
人
、
色し

き

盲も
う

、
色
弱

し
き
じ
ゃ
く

を
持
つ
人
に
と
っ
て
も
、

感
動
を
与
え
て
い
ま
す
。 

色
覚
が
矯
正

き
ょ
う
せ
い

で
き
る
眼
鏡
を
、
色
盲
の
男
性
が
か
け
た
瞬
間
、
驚
き
の
あ
ま
り
声
を
失
っ
た
そ
う

で
す
。
初
め
て
色
の
つ
い
た
世
界
を
見
た
感
動
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
眼
鏡
は
彼
の
人
生
を
変

え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
一
番
身
近
に
あ
る
医
療
機
器
で
も
あ
り

ま
す
。 

そ
し
て
、
大
事
な
の
は
目
の
健
康
で
す
。
度
の
あ
っ
て
い
な
い
眼
鏡
や
、
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
長

時
間
使
用
な
ど
、
使
い
方
を
間
違
え
て
し
ま
え
ば
医
療
機
器
で
は
な
く
、
人
体
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。 

眼
鏡
と
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
正
し
い
使
用
を
心
が
け
、
毎
日
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。 
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(土) 鍋 

今
日
の
心
が
け
◆
家
族
で
鍋
を
囲
み
ま
し
ょ
う
。 

冬
と
い
え
ば
鍋
の
季
節
で
す
。 

 

水
炊
き
、
も
つ
鍋
、
ち
ゃ
ん
こ
鍋
、
お
で
ん
、
す
き
焼
き
、
湯
豆
腐
、
ミ
ル
フ
ィ
ー
ユ
鍋
な
ど
、
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
点
が
魅
力
的
で
す
。 

 

鍋
は
体
が
温
ま
り
、
免
疫
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
野
菜
を
沢
山

た
く
さ
ん

取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
健
康
に
も
良
い
で
し
ょ
う
。 

 

さ
ら
に
鍋
は
、
家
族
団
欒

だ
ん
ら
ん

の
手
段
に
も
な
り
ま
す
。
孤
食

こ
し
ょ
く

が
増
え
て
い
る
近
年
こ
そ
、
家
族
揃そ

ろ

っ
て

の
食
事
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
の
た
め
に
も
、
家
族
皆
が
集
ま
る
休
日
な
ど
に
、
家
族
と
鍋
を
囲
ん
で
は
い
か
が
で
す
か
。 
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(月) 人生という名の意思決定 

今
日
の
心
が
け
◆
今
、
す
べ
き
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。 

 

「
人
生
と
は
、
意
思
決
定
の
連
続
で
あ
る
。」 

 

意
思
決
定
と
は
、
特
定
の
目
標
等
を
達
成
す
る
た
め
に
、
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
複
数
の
代
替
案
か

ら
、
最
善
の
案
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
人
間
の
認
知
的
行
為
の
一
つ
で
す
。 

 
例
え
ば
、
新
居
に
移
ろ
う
と
考
え
た
場
合
、
賃
貸
か
購
入
か
、
間
取
り
や
新
居
の
場
所
は
ど
う
す
る

か
な
ど
、
様
々
な
案
が
浮
か
び
あ
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
複
数
の
代
替
案
の
中
か
ら
、
自
分
に
一

番
合
う
も
の
は
ど
れ
か
、
検
証
・
分
析
を
行
い
、
最
善
の
案
を
決
定
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
会
社
の
経
営
に
お
い
て
も
、
最
善
の
経
営
方
針
を
決
定
す
る
た
め
に
、
意
思
決
定
が
行
わ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、「
意
思
決
定
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
最
善
の
選
択
を
す
る
た
め
に
必
要
不

可
欠
な
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

今
一
度
、
自
分
の
将
来
を
見
据
え
て
、
将
来
の
自
分
に
近
づ
け
る
よ
う
、
日
々
、
最
善
の
選
択
を
し

た
い
も
の
で
す
ね
。 
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(火) 西郷
さいごう

隆盛
たかもり

 

今
日
の
心
が
け
◆
自
分
の
生
き
方
を
貫
き
ま
し
ょ
う
。 

「
敬
天

け
い
て
ん

愛
人

あ
い
じ
ん

」
で
知
ら
れ
て
い
る
西
郷
さ
ん
は
、
「
自
分
の
こ
と
を
慕し

た

っ
て
く
れ
る
者
が
い
る
限
り

は
、
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
尽
く
し
、
そ
れ
で
死
ん
で
も
本
望
。
そ
れ
が
自
ら
へ
の
天
命
で
あ
る
。」

と
い
う
生
き
方
を
貫
き
ま
し
た
。 

 
そ
ん
な
西
郷
さ
ん
は
、
島
津

し

ま

づ

斉な
り

彬
あ
き
ら

と
親
交
が
深
か
っ
た
た
め
、
斉
彬
が
急
死
す
る
と
、
あ
と
を
追

っ
て
死
の
う
と
考
え
ま
す
。
こ
の
時
は
、
清
水
寺

き
よ
み
ず
で
ら

の
月げ

っ

照
し
ょ
う

に
諭さ

と

さ
れ
、
思
い
留 と

ど

ま
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
２
度
の
島
流
し
に
あ
い
ま
す
が
、
西
郷
さ
ん
の
力
を
必
要
と
し
た
大
久
保

お

お

く

ぼ

利
道

と
し
み
ち

な
ど
の
お
か

げ
で
、
鹿
児
島
に
帰
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
稀ま

れ

に
み
る
経
験
を
経へ

て
、
幕
末
で
活
躍
し
、
明
治
維
新
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。 

 

今
も
な
お
、「
さ
ん
」
付
け
で
呼
ば
れ
、
慕
わ
れ
て
い
る
西
郷
さ
ん
は
、「
日
本
史
上
、
最
も
誰
か
ら

も
愛
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
良
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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(水) 上司との付き合い方 

今
日
の
心
が
け
◆
人
と
の
関
わ
り
方
を
身
に
付
け
ま
し
ょ
う
。 

 

「
理
想
の
上
司
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
」「
も
し
も
あ
な
た
が
望
ま
な
い
上
司
の
部
下
に
な
っ
た
と
し

た
ら
ど
う
し
ま
す
か
。
」
な
ど
の
質
問
は
、
就
職
活
動
を
し
て
い
る
と
一
度
は
耳
に
す
る
質
問
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

 
こ
の
よ
う
に
、
上
司
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
考
え
、
答
え
ま
す
か
。 

 

先
日
新
聞
に
新
入
社
員
が
３
年
で
辞
め
て
し
ま
う
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に

人
間
関
係
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
上
司
と
の
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

学
校
に
は
、
先
輩
や
先
生
方
が
い
て
、
毎
日
接
点
が
あ
る
こ
と
は
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。 

 

改
め
て
、
挨
拶
や
返
事
、
敬
語
な
ど
、
日
頃
の
生
活
を
見
直
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
れ
か
ら
社
会

に
人
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、
今
の
う
ち
か
ら
、
最
低
限
の
マ
ナ
ー
は
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
て
お
き
た

い
も
の
で
す
ね
。 
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(木) 暮らしを支える万能食品 

今
日
の
心
が
け
◆
味
噌
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。 

 

熊
本
県
に
は
、
日
本
で
「
唯
一
味
噌
に
ご
利
益
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
神
様
を
祀ま

つ

っ
た
、
本
村
神
社

（
味
噌
天
神
）
が
あ
り
ま
す
。 

 

奈
良
時
代
に
、
悪
疫
が
流
行
し
た
際
、
平
癒

へ

い

ゆ

を
祈
願
し
て
「
御
祖

み

そ

天
神

て
ん
じ
ん

」
を
御
祭
神

ご
さ
い
じ
ん

と
し
て
祀
っ
た

の
が
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
国
分
寺
で
大
量
に
腐
っ
て
し
ま
っ
た
味
噌
を
、
美
味
し

い
味
に
変
え
た
、
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
味
噌
天
神
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

味
噌
は
、
大
豆
や
米
、
麦
等
の
穀
物
に
、
塩
と
麹
を
加
え
て
、
発
酵
さ
せ
て
作
ら
れ
ま
す
。
「
医
者

に
金
払
う
よ
り
も
、
味
噌
屋
に
払
え
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
で
き
る
ほ
ど
、
体
に
良
く
、
が
ん
予
防
や

老
化
防
止
、
美
肌
効
果
が
あ
り
ま
す
。 

 

味
噌
の
歴
史
は
長
く
、
平
安
時
代
で
は
、
貴
重
な
食
品
で
、
お
か
ず
や
薬
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
現
代
の
よ
う
に
、
水
に
溶
か
し
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
戦
国
時
代
に
は
、
戦
場
で
の
食
料
と
し
て
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
武
将
た
ち
は
、
味
噌
作

り
を
奨
励
し
、
信
州

し
ん
し
ゅ
う

味
噌
や
仙
台

せ
ん
だ
い

味
噌
な
ど
、
地
方
の
特
色
あ
る
味
噌
が
誕
生
し
ま
し
た
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
味
噌
が
、
数
多
く
あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
生
活
を
支
え
て

く
れ
た
味
噌
を
大
事
に
し
た
い
で
す
ね
。 
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(金) 日々の掃除 

今
日
の
心
が
け
◆
掃
除
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

み
な
さ
ん
は
、
日
々
の
掃
除
を
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
行
っ
て
い
ま
す
か
。
「
き
れ
い
に
し
よ
う
」

と
思
っ
て
掃
除
を
し
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、「
め
ん
ど
く
さ
い
な
」
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
と
思

い
ま
す
。 

 
掃
除
は
、
た
だ
単
に
行
え
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
面
倒
だ
と
思
っ
て
掃
除
を
し
て

も
掃
除
の
意
味
が
な
い
の
で
す
。
き
れ
い
に
し
よ
う
と
い
う
心
構
え
が
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
掃
除
を
し

て
も
き
れ
い
に
な
り
ま
せ
ん
。 

 

掃
除
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
場
を
き
れ
い
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
心
も
育
ま
れ
ま
す
。
松
下
電
器

の
創
立
者
で
あ
る
松
下
幸
之
助
さ
ん
は
、
人
財
教
育
に
お
い
て
掃
除
を
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
れ
は
、
専
門
的
な
知
識
や
技
術
の
習
得
の
前
に
、
一
人
の
自
立
し
た
人
間
に
な
る
こ
と
が
大
切
で

あ
り
、
社
会
人
と
し
て
人
間
的
修
養
を
積
む
た
め
に
も
、
掃
除
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で

す
。 

 

私
達
は
、
学
校
で
毎
日
の
よ
う
に
掃
除
を
し
て
い
ま
す
。
掃
除
を
す
る
こ
と
は
、
単
に
き
れ
い
に
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
自
立
し
た
人
間
に
な
る
た
め
に
も
日
々
の
掃
除
を
大
切
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 20 


