


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31日分」より 
 ※「今日の言葉」とは、名言・格言を自由に書くコーナーです。 



2017 FEBRUARY 平成29年 如月[きさらぎ] 

第3巻2号(通算20号) 

今月の目標  

※ここに、今月の目標を記入しましょう。 



 
 

 (水) 
真冬の楽しみ方 

今
日
の
心
が
け
◆
外
に
出
て
星
座
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

 

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
お
話
で
す
。
自
分
の
力
を
ひ
け
ら
か
す
オ
リ
オ
ン
を
見
か
ね
た
女
神
は
、

オ
リ
オ
ン
の
足
元
に
サ
ソ
リ
を
置
き
、
オ
リ
オ
ン
は
毒
針
に
刺
さ
れ
、
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

後
、
オ
リ
オ
ン
も
サ
ソ
リ
も
星
座
と
し
て
空
に
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
で
も
オ
リ
オ
ン
は
、
さ
そ
り

座
が
東
の
空
に
昇
り
始
め
る
と
、
逃
げ
る
よ
う
に
西
の
空
に
沈
ん
で
い
き
ま
す
。 

 

星
座
に
は
、
こ
の
よ
う
な
神
話
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
神
話
が
あ
る
た
く
さ
ん
の
星
座
を
見
ら
れ
る
の
は
、
冬
の
季
節
の
醍
醐
味

だ

い

ご

み

で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
冬
の
大
将
軍
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
寒
波

か

ん

ぱ

が
押
し
寄
せ
ま
す
。
外
に

出
る
の
も
億
劫

お
っ
く
う

で
、
炬
燵

こ

た

つ

か
ら
出
ら
れ
な
い
と
い
う
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
こ
そ
厚
着
を
し
て
、
外
に
出
て
星
を
眺
め
て
見
て
下
さ
い
。
き
れ
い
な
星

空
が
辺
り
一
面
に
広
が
り
、
冬
の
星
座
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。 
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(木) 
節分 

今
日
の
心
が
け
◆
「
立
春
の
前
日
が
節
分
」
と
覚
え
ま
し
ょ
う
。 

 

節
分
の
日
は
、
毎
年
２
月
３
日
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

実
は
、
節
分
の
日
は
２
月
２
日
や
２
月
４
日
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
、

少
し
先
の
話
に
は
な
り
ま
す
が

年
の
節
分
が
２
月
２
日
と
な
り
ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
、
節
分
と
は
「
季
節
の
分
か
れ
目
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
季
節
が
変
わ
る
前
日
の
こ
と

を
い
い
ま
す
。
こ
の
季
節
と
は
「
立
春
」
、「
立
夏
」
、「
立
秋
」
、「
立
冬
」
の
こ
と
で
す
。 

 

本
来
は
、
年
に
４
回
節
分
の
日
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
、
現
在
は
節
分
と
い
え
ば
「
立

春
」
の
前
日
の
み
を
指
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

今
で
は
節
分
の
日
は
、
日
本
に
根
強
い
文
化
を
残
し
、「
豆
ま
き
」
を
行
っ
た
り
、「
恵
方
巻
き
」
を

食
べ
た
り
な
ど
、
私
達
の
生
活
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 
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(金) 恵方巻き 

今
日
の
心
が
け
◆
幸
福
を
願
い
ま
し
ょ
う
。 

 

節
分
と
聞
く
と
、
豆
ま
き
を
考
え
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
近
年
で
は
、
恵
方
巻
き
を
食
べ
る

方
も
増
え
て
き
ま
し
た
。 

 

「
恵
方
」
と
は
、
陰
陽
道

お
ん
み
ょ
う
ど
う

で
定
め
ら
れ
た
そ
の
年
で
、
も
っ
と
も
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
る
方
角
の

こ
と
を
い
い
、
そ
の
方
角
に
向
か
っ
て
太
巻
き
を
食
べ
る
こ
と
で
、
新
春
に
福
を
巻
き
込
む
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。 

 

こ
の
風
習
は
、
昔
、
関
西
の
商
人
が
、
新
春
に
七
福
神
に
ち
な
ん
で
、
七
種
類
の
具
材
の
入
っ
た
太
巻

き
寿
司
を
食
べ
る
こ
と
で
、
商

売

し
ょ
う
ば
い

繁

盛

は
ん
じ
ょ
う

、
無
病

む
び
ょ
う

息
災

そ
く
さ
い

を
願
っ
た
と
い
う
の
が
由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
太
巻
き
が
、
鬼
の
金
棒
に
見
え
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
で
、
鬼
退
治
、
邪
を
祓
う
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。 

 

人
々
は
、
昔
か
ら
健
康
と
幸
せ
を
願
い
、
日
々
を
懸
命
に
生
き
る
こ
と
で
、
発
展
し
た
文
明
を
築
い

て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
幸
福
を
願
う
思
い
に
は
、
何
か
特
別
な
力
が
宿
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

 

今
年
の
恵
方
は
、
北
北
西
で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
新
春
の
幸
福
と
健
康
を
願
っ
て
、
恵
方
巻
き
を
食

べ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 
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CD
・

の
レ
ン
タ
ル
で
日
本
最
大
の
チ
ェ
ー
ン
を
展
開
す
る
カ
ル
チ
ュ
ア
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・

ク
ラ
ブ
（

）
。
そ
の

の
社
長
で
あ
る
、
増
田
宗

ま
す
だ
む
ね

昭あ
き

さ
ん
は
、
自
ら
の
仕
事
は
レ
ン
タ
ル
業
で
は

な
く
企
画
業
だ
と
言
い
ま
す
。 

例
え
ば
、
12
年
前
に
い
ち
早
く
始
め
た
Ｔ
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
事
業
で
は
、
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
お

客
様
の
購
買
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
性
別
や
年
代
、
売
れ
る
物
の
傾
向
を
分
析
し
て
、
企
業
に
販
売
す
る

仕
組
み
を
構
築
し
、
提
供
し
ま
し
た
。 

増
田
さ
ん
は
、
「
か
つ
て
の
経
営
は
、
同
じ
も
の
を
と
に
か
く
早
く
た
く
さ
ん
作
る
。
そ
れ
が
競
争

戦
略
で
成
長
だ
っ
た
。
し
か
し
、
過
去
の
延
長
線
上
に
は
未
来
は
な
い
。
新
し
い
未
来
の
た
め
に
基
盤

を
作
る
の
が
企
画
会
社
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
践
し
な
い
と
生
き
残
れ
な
い
。
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。 

現
代
は
、
消
費
者
の
価
値
観
が
多
様
化
し
、
求
め
る
物
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
時
代
で
す
。
そ

の
変
化
に
対
応
し
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
ま
せ
ん
。 

そ
の
危
機
感
が
、
今
の

と
い
う
大
企
業
を
生
み
出
し
た
の
で
す
。 

(土) 
常識にとらわれない 

今
日
の
心
が
け
◆
変
化
に
対
応
し
、
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 
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(月) ピコ太郎 

今
日
の
心
が
け
◆
行
動
力
の
あ
る
人
に
な
り
ま
し
ょ
う
。 

 

ピ
、
ピ
、
ピ
コ
っ
、
ピ
コ
太
郎
～
♪
。
ピ
コ
っ
。 

 

昨
年
、
一
躍
時
の
人
と
な
っ
た
ピ
コ
太
郎
さ
ん
の

を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

は
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
る
古
坂

こ

さ

か

大
魔
王

だ
い
ま
お
う

が
、
約
十
万
円
の
自
腹
を
切
っ
て
制
作
し
た
も
の

で
す
。
８
月
25
日
に
そ
の
動
画
をY

o
u
T
u
b
e

に
投
稿
、
そ
の
後
、
古
坂
氏
と
親
し
いS

i
l
en
t

サ
イ
レ
ン
ト S

i
r
en

サ

イ
レ

ン

、

Ａ
Ａ
Ａ

ト
リ
プ
ル
エ
ー

、
Ｌ
ｉ
Ｓ
Ａ

リ

サ

ら
に
よ
り
拡
散
さ
れ
ま
し
た
。 

あ
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
ビ
ー
バ
ー
も
閲
覧
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
が
お
気
に
入
り
の
動
画
と
し

て
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
米
国
の
音
楽
チ
ャ
ー
ト
誌
「
ビ
ル
ボ
ー
ド
」
の
10
月
19
日
付
シ
ン
グ
ル
ラ
ン

キ
ン
グ
で
、
77
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
ま
し
た
。 

 

た
だ
、
日
本
の
タ
レ
ン
ト
が
作
っ
た
も
の
が
、
こ
う
し
て
短
期
間
で
世
界
的
に
広
ま
る
と
い
う
の
は

か
な
り
珍
し
い
こ
と
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
腹
を
切
っ
て
ま
で
制
作
す
る
と
い
う
行
動
力

が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
自
腹
を
切
っ
て
ま
で
実
行
す
る
と

い
う
、
そ
の
よ
う
な
行
動
力
の
あ
る
人
に
な
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
ね
。 
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(火) この世界の片隅に 

今
日
の
心
が
け
◆
日
常
生
活
の
中
で
、
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。 

昭
和
20
年
、
広
島
・
呉く

れ

。
わ
た
し
は
こ
こ
で
生
き
て
い
る
。 

「
こ
の
世
界
の
片
隅
に
」
は
、

年
11
月
12
日
よ
り
公
開
さ
れ
て
い
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
で

す
。
こ
の
映
画
は
、「
漫
画
ア
ク
シ
ョ
ン
」（
双
葉
社
）
で
連
載
さ
れ
た
、
こ
う
の
史
代

ふ

み

よ

氏
の
漫
画
を
原

作
と
し
て
い
ま
す
。 

物
語
は
、
お
っ
と
り
と
し
た
性
格
の
主
人
公
、「
北
條

ほ
う
じ
ょ
う

す
ず
」
を
中
心
と
し
て
、
戦
時
中
の
広
島
・

呉
に
生
き
る
人
た
ち
の
日
常
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
呉
は
、
日
本
海
軍
の
一
大
拠
点
で
あ
り
、

軍
港
の
町
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。 

そ
の
町
で
、
主
人
公
の
す
ず
さ
ん
は
、
様
々
な
工
夫
を
し
な
が
ら
、
生
き
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で

印
象
的
な
の
が
、
戦
時
中
の
節
米

せ
つ
ま
い

手
段
の
一
つ
「
楠な

ん

公こ
う

飯め
し

」
で
す
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
武
将
、
楠
木

く
す
の
き

正
成

ま
さ
し
げ

の
考
案
し
た
米
の
炊
き
方
で
、
普
通
に
炊
く
よ
り
も
、
二
倍
近
い
量
が
炊
き
上
が
り
ま
す
。
た
だ
、

そ
の
味
は
、「
確
か
に
増
え
る
け
ど
ま
ず
い
」
と
各
所
の
文
献
で
酷
評

こ
く
ひ
ょ
う

さ
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。 

今
の
時
代
で
は
、
工
夫
を
し
な
く
て
も
、
生
き
る
こ
と
は
簡
単
で
す
。
し
か
し
、
工
夫
す
る
こ
と
で
、

も
っ
と
充
実
し
た
生
き
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 6 



 
 

(水) コート 

今
日
の
心
が
け
◆
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

私
た
ち
の
防
寒
ア
イ
テ
ム
の
一
つ
と
し
て
、
コ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。 

コ
ー
ト
は
、「
外
套

が
い
と
う

」
と
呼
ば
れ
る
、
防
寒
な
ど
の
た
め
に
着
る
外が

い

衣い

の
一
つ
で
す
。
海
外
で
は
、

オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
日
本
で
は
、
オ
ー
バ
ー
、
若
し
く
は
コ
ー
ト
と
略
さ
れ
ま
す
。 

近
年
は
、
個
性
的
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
人
も
多
く
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
コ
ー
ト
の
種
類
も
多

く
存
在
し
ま
す
。 

例
え
ば
、
ト
レ
ン
チ
コ
ー
ト
や
チ
ェ
ス
タ
ー
コ
ー
ト
、
Ｐ
コ
ー
ト
な
ど
、
男
性
用
と
女
性
用
を
合
わ

せ
る
と
、
約
15
種
類
に
も
及
び
ま
す
。 

防
寒
と
い
う
一
つ
の
側
面
か
ら
だ
け
で
な
く
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
別
の
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と

で
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
、
関
心
を
持
っ
て
み
る
の
も
い

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。  
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(木) 
結婚 

今
日
の
心
が
け
◆
結
婚
に
対
す
る
考
え
方
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

近
年
、
平
均
初
婚
年
齢
の
高
く
な
っ
て
い
く
「
晩
婚
化

ば
ん
こ
ん
か

」
や
、
生
涯
結
婚
し
な
い
「
非
婚
・
未
婚
化
」

が
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
20
代
前
半
で
結
婚
し
た
い
と
考
え
る
若
者
が
激
減
し
て
い
ま
す
。 

結
婚
す
る
た
め
に
は
、
お
金
・
出
会
い
・
価
値
観
な
ど
様
々
な
困
難
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
し
て
結
婚
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
、
と
い
う
若
者
が
増
え
続
け
て
い
ま
す
。 

結
婚
は
、
人
生
に
お
け
る
最
大
の
決
断
で
あ
る
と
よ
く
耳
に
し
ま
す
。 

ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
大
学
の
イ
ラ
イ
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
氏
は
、
「
結
婚
に
よ
り
人
間
的
に
成
長
す
る
」

こ
と
を
研
究
で
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

結
婚
は
、
社
会
的
責
任
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
婚
し
て
家
族
が
で
き
る
と
、
人
生
で
初
め
て

守
る
べ
き
存
在
が
で
き
ま
す
。 

そ
し
て
今
ま
で
家
族
に
守
ら
れ
、
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
う
や
く
気
付
く
こ
と
が
で
き
、
感
謝

の
気
持
ち
が
湧
き
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
結
婚
に
対
す
る
考
え
方
を
い
ま
一
度
振
り
返
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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(月) 旧正月 

今
日
の
心
が
け
◆
ご
先
祖
様
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。 

 

お
正
月
と
い
え
ば
、
新
暦
の
１
月
１
日
に
行
う
の
が
一
般
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
部
の
地
域
で
は

旧
暦
の
１
月
１
日
に
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
沖
縄
の
旧
正
月
で
す
。
今
年
の
旧
正
月
は
、
１

月
28
日

、
来
年
は
２
月
16
日

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
沖
縄
で
は
、
旧
正
月
の
こ
と
を
「
ソ
ー
グ
ワ
チ
」
と
呼
び
、
縁
起
が
良
い
と
言
わ
れ
る
昆
布
や
豚
肉
、
田

芋
で
作
ら
れ
た
料
理
を
作
り
、
ソ
ー
キ
汁
や
お
酒
な
ど
と
一
緒
に
仏
壇
へ
供
え
ま
す
。
旧
正
月
は
、
清
明
祭

シ

ー

ミ

ー

や
旧
盆
に
並
ぶ
三
大
行
事
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
ど
れ
も
先
祖
の
事
を
思
っ
て
行
わ
れ
る
行
事
で
す
。 

昔
は
太
陰
太
陽
暦
、
い
わ
ゆ
る
旧
暦
を
使
っ
て
人
々
は
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
時
代
が
進

む
に
つ
れ
旧
暦
か
ら
現
在
の
新
暦
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

沖
縄
で
は
、
自
分
が
生
ま
れ
て
育
っ
て
き
た
こ
と
を
、
全
て
は
ご
先
祖
様
の
お
陰
で
あ
る
と
い
う
祖
先

そ

せ

ん

崇
拝

す
う
は
い

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、感
謝
を
込
め
て
ご
先
祖
様
が
過
ご
し
て
き
た
旧
暦
で
お
祝
い
を
し
ま
す
。 

 

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
お
正
月
の
様
子
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
沖
縄
の
方
々
の
よ
う
に
、
ご
先

祖
様
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
、
変
わ
る
こ
と
な
く
持
ち
続
け
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 
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(火) バレンタイン 

今
日
の
心
が
け
◆
自
分
の
気
持
ち
を
素
直
に
伝
え
ま
し
ょ
う
。 

 

女
性
が
男
性
に
対
し
て
、
親
愛
の
情
を
こ
め
て
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
贈
る
と
い
う
「
日
本
型
バ
レ
ン

タ
イ
ン
デ
ー
」
は
、

年
代
後
半
ご
ろ
に
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
し
か
し
、
現
在
で
は
、
贈
る
も
の
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
限
ら
ず
、
ク
ッ
キ
ー
や
ケ
ー
キ
な
ど
様
々
で

す
。
ま
た
、
贈
る
相
手
も
友
人
や
職
場
の
上
司
、
男
性
が
女
性
に
贈
る
「
逆
チ
ョ
コ
」
な
ど
、
色
々
な

バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
の
形
が
出
て
き
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
も
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
相
手
に
喜
ん
で
ほ
し
い
、
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
と
い
う

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
も
、
お
付
き
合
い
し
た
い
人
や
、
日
頃
の
感
謝
を
伝
え
た
い
人
に
、
気
持
ち
を
伝
え
る
に

は
絶
好
の
日
な
の
で
、
何
か
贈
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

そ
し
て
、
も
ら
っ
た
方
も
、
ホ
ワ
イ
ト
デ
ー
に
し
っ
か
り
と
お
返
し
を
し
て
く
だ
さ
い
。 
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(火) 
平成 

今
日
の
心
が
け
◆
平
成
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

私
達
が
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
平
成
。
一
つ
一
つ
振
り
返
る
と
、
た
く
さ
ん
の
思
い
出
が
あ
る
の
で
は

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
平
成
が
幕
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

き
っ
か
け
は
、
現
天
皇
陛
下
の
譲
位

じ
ょ
う
い

の
希
望
で
し
た
。
天
皇
陛
下
が
生
前

せ
い
ぜ
ん

退
位

た

い

い

を
さ
れ
る
理
由
と
し

て
、
高
齢
で
あ
る
こ
と
、
体
力
的
に
限
界
が
き
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
象
徴
と
し

て
の
務
め
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
難
し
い
と
お
考
え
に
な
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

平
成
が
始
ま
っ
た
の
は
、

年
１
月
８
日
か
ら
で
、
１
月
７
日
に
昭
和
天
皇
が
崩
御

ほ
う
ぎ
ょ

さ
れ
た
た
め

で
す
。
元
号

げ
ん
ご
う

を
決
め
る
際
は
、
重
々
し
い
雰
囲
気
の
中
で
慌
た
だ
し
く
決
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。 平

成
と
い
う
元
号
は
、
国
外
、
天
地
と
も
に
平
和
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。 親

し
み
が
あ
る
元
号
が
変
わ
る
こ
と
に
、
少
し
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
が
、
新
し
い
元
号
を
楽
し
み
に

待
ち
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
平
成
で
い
ら
れ
る
時
間
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
思
い
残
す
こ
と

な
く
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。 
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(水) 復興城主 

今
日
の
心
が
け
◆
復
興
城
主
に
な
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

熊
本
地
震
か
ら
、
約
10
か
月
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
も
、
熊
本
で
は
地
震
に
よ
る
被
害
の

復
興
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。 

中
で
も
、
熊
本
城
は
、
多
大
な
被
害
を
受
け
、
復
興
に
約
20
年
の
歳
月
と

億
円
以
上
も
の
費
用

が
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
に
も
熊
本
城
の
早
期
復
興
を
望
む
人
が
、
数
多
く
存
在
し
ま
す
。
そ
こ
で
、

熊
本
城
の
早
期
復
興
を
望
む
人
々
の
声
に
よ
り
「
復
興
城
主
」
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。 

「
復
興
城
主
」
と
は
、
一
回
に
一
万
円
の
寄
付
を
行
っ
た
方
を
「
復
興
城
主
」
と
し
、「
城
主
証
」

を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
、
デ
ジ
タ
ル
芳
名

ほ
う
め
い

板
に
名
前
を
登
録
で
き
る
と
い
う
制
度
で
す
。
ま
た
、
こ
の

制
度
に
よ
り
「
城
主
手
形
」
を
特
典
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
、
城
主
手
形
は
熊
本
市
が
管
理
す

る
施
設
へ
無
料
で
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

こ
の
復
興
城
主
は
、

年
の
流
行
語
大
賞
で
選
考
委
員
特
別
賞
を
受
賞
し
、
ロ
ン
ド
ン
ブ
ー
ツ
の

田
村

た

む

ら

淳
あ
つ
し

さ
ん
が
、
復
興
城
主
と
し
て
寄
付
し
た
こ
と
を

で
投
稿
し
、
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
是

非
、
み
な
さ
ん
も
、
就
職
し
給
与
を
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
復
興
城
主
に
な
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。 
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(木) 就職 

今
日
の
心
が
け
◆
真
剣
に
企
業
選
択
を
し
ま
し
ょ
う
。 

 

就
職
は
、
私
達
学
生
に
と
っ
て
、
人
生
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
す
。 

 

そ
の
就
職
活
動
が
い
よ
い
よ
来
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
今
ま
で
は
簿
記
の
学
び
に
集
中
で
き
ま
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
は
就
職
活
動
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
必
要
な
こ
と
は
、
自

己
分
析
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
数
多
く
の
企
業
が
あ
る
中
で
、
一
つ
の
企
業
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
行
き
た
い
企

業
を
決
め
る
た
め
に
は
、
自
分
が
ど
ん
な
人
間
か
を
知
り
、
学
び
た
い
こ
と
・
や
り
た
い
こ
と
を
し
っ

か
り
と
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

単
に
、
「
好
き
」
や
「
憧
れ
」
と
い
う
安
易
な
気
持
ち
で
企
業
選
び
を
行
え
ば
、
自
分
の
理
想
と
現

実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
む
原
因
に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
企
業
を
選
ぶ
際
に
は
、
企
業
理
念
や
事

業
内
容
な
ど
を
し
っ
か
り
調
べ
、
自
分
が
本
当
に
そ
の
企
業
で
働
き
た
い
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。 

 

人
生
の
大
半
を
占
め
る
の
は
仕
事
で
す
。
自
分
の
人
生
を
左
右
す
る
決
断
な
の
で
、
失
敗
や
後
悔
が

な
い
よ
う
に
、
選
択
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。 
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(金) 陰の応援団長 

今
日
の
心
が
け
◆
応
援
し
て
く
れ
る
人
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。 

 

成
人
式
を
目
前
に
控
え
た
Ｃ
さ
ん
に
、
あ
る
一
通
の
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
Ｃ
さ
ん
の
小

学
校
４
年
生
の
担
任
の
Ｏ
先
生
か
ら
の
も
の
で
し
た
。 

 

封
筒
の
中
に
入
っ
て
い
た
の
は
、
10
年
前
の
ク
ラ
ス
全
員
分
の
自
己
紹
介
が
書
か
れ
た
、
懐
か
し

い
学
級
通
信
と
集
合
写
真
、
そ
し
て
、
Ｃ
さ
ん
の
成
人
を
祝
う
内
容
の
手
紙
で
し
た
。 

そ
の
手
紙
の
締
め
に
書
か
れ
た
「
陰
な
が
ら
ず
っ
と
応
援
し
て
い
ま
す
」
の
一
文
に
Ｃ
さ
ん
は
、
Ｏ
先

生
が
別
れ
際
に
言
っ
て
い
た
言
葉
を
思
い
出
し
ま
し
た
。 

「
私
は
、
い
つ
だ
っ
て
ク
ラ
ス
の
皆
を
陰
で
応
援
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
皆
さ
ん
の
陰
の
応
援
団
長

で
す
」 

遠
く
離
れ
て
い
て
も
、
常
に
自
分
を
応
援
し
て
く
れ
て
い
る
存
在
に
改
め
て
気
が
つ
い
た
Ｃ
さ
ん

は
、
そ
の
存
在
に
感
謝
し
、
自
身
も
誰
か
の
陰
の
応
援
団
長
に
な
り
た
い
と
強
く
思
い
ま
し
た
。 

 

も
し
か
し
た
ら
、
人
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
さ
ん
の
よ
う
に
、
普
段
は
気
づ
か
な
く
て
も
陰
で
応
援
し
て
く
れ

る
応
援
団
長
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 
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(土) 働き方革命 

今
日
の
心
が
け
◆
自
分
の
中
で
革
命
を
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。 

 

深
刻
な
残
業
を
抱
え
る
IT
シ
ス
テ
ム
業
界
で
は
、
過
重
労
働
で
心
身
を
害
す
る
従
業
員
が
後
を
絶

た
ず
、
最
近
で
は
電
通

で
ん
つ
う

の
社
員
の
自
殺
が
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
多
数
の
企
業
で
残
業
を
減
ら

す
等
の
働
き
方
革
命
が
起
き
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
同
じ
IT
業
界
で
あ
っ
て
も
残
業
が

殆
ほ
と
ん

ど
無
い
会
社
も
あ
り
ま
す
。
IT
シ
ス
テ
ム
の
開

発
を
手
掛
け
る
㈱

で
す
。 

同
社
の
相
談
役
で
あ
る
中
井
戸

な

か

い

ど

信の
ぶ

英ひ
で

氏
は
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
で
の
生
産
性
の
高
い
働
き
方
を
目ま

の

当
た
り
に
し
た
経
験
か
ら
「
残
業
を
減
ら
せ
ば
残
業
を
出
す
」
と
い
う
逆
転
の
発
想
で
、
就
任
前
と
比

べ
残
業
時
間
の
半
減
に
成
功
し
、
社
員
全
員
の
有
給
休
暇
（
年
20
日
）
も
達
成
さ
せ
ま
し
た
。 

ま
た
、
仲
井
戸
氏
は
、
「
一
流
の
会
社
に
な
る
た
め
に
は
、
社
員
の
健
康
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
」
を

訴
え
る
一
方
で
、「
働
く
時
間
が
減
れ
ば
、
売
上
も
減
る
」
と
い
う
懸
念
を
払
拭

ふ
っ
し
ょ
く

す
る
よ
う
な
結
果
を

出
し
て
い
ま
す
。 

私
達
も
固
定
観
念
に
捉
わ
れ
ず
、
様
々
な
こ
と
に
対
し
て
意
識
改
革
を
し
て
い
く
勇
気
を
持
ち
た
い

で
す
ね
。 
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(月) 雷門 

今
日
の
心
が
け
◆
東
京
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

雷
門
は
、

年
安
房
国

あ
わ
の
く
に

の
太
守

た
い
し
ゅ

で
あ
っ
た

平
た
い
ら
の

公き
み

雅ま
さ

が
、
新
天
地
で
の
天
下

て

ん

か

泰
平

た
い
へ
い

と
五
穀

ご

こ

く

豊
穣

ほ
う
じ
ょ
う

を

祈
願

き

が

ん

し
て
造
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

雷
門
の
呼
称
は
、
江
戸
時
代
の
川
柳

せ
ん
り
ゅ
う

に
初
め
て
登
場
し
ま
す
。
山
門

さ
ん
も
ん

は
し
ば
し
ば
火
災
に
よ
り
消

失
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
だ
け
で
も
２
度
も
建
て
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

年
、
現
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
創
設
者
、
松
下
幸
之
助
が
病
気
だ
っ
た
こ
ろ
に
浅
草
寺
に
拝
み
ま
し
た
。

そ
の
後
、
治
っ
た
た
め
そ
の
お
礼
と
し
て
門
及
び
大
提
灯

だ
い
ち
ょ
う
ち
ん

を
寄
進

き

し

ん

し
、
現
在
の
雷
門
が
成
立
し
ま
し

た
。 

年
に
江
戸
開
府

年
を
記
念
し
て
改
め
て
新
調
さ
れ
た
際
、
提
灯
は
従
来
の
も
の
よ
り
一
回
り

大
き
く
な
り
、
直
径

ｍ
、
高
さ

ｍ
、
重
さ

㎏
と
な
り
ま
し
た
。

年
に
新
調
さ
れ
た
大
提

灯
で
５
基
目
と
な
り
ま
す
。 

東
京
で
は
、
都
会
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
建
造
物
も
味
わ
え
る
た
め
、
一
度
訪
れ
て
み
て
は

い
か
か
で
し
ょ
う
か
。 
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