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八
月
三
十
一
日 

 
全
校
の
み
な
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
週
か
ら
二
学
期
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
学
期
は
長
丁
場
で
す
。
勉
強
に
ク
ラ

ブ
に
大
変
な
時
期
か
と
思
い
ま
す
が
、
一
学
期
よ
り
も
で
き
る
こ
と
が
増
え
る
と
、

本
当
の
「
楽
し
さ
」
を
味
わ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

さ
て
、
八
月
も
終
わ
り
を
迎
え
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
暑
さ
を
感
じ
ま
す
ね
。
暑

さ
を
吹
き
飛
ば
す
と
い
う
意
味
で
い
う
と
、
夏
は
「
怪
談
話
」
と
い
う
の
も
風
物

詩
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
は
「
幽
霊
」
を
見
た
こ
と
が
あ
ま
す
か
？
科

学
的
な
技
術
や
考
え
方
が
大
い
に
広
ま
っ
て
い
る
現
代
で
す
か
ら
、
幽
霊
な
ん
て
、

何
を
馬
鹿
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
切
り
捨
て
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

石
川
県
の
と
あ
る
お
寺
に
、
江
戸
時
代
末
期
に
狩
野
派
の
絵
師
が
幽
霊
を
描
い

た
一
幅
（
い
っ
ぷ
く
）
の
掛
け
軸
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
幽
霊
は
長
い
髪
の
毛
を
後

ろ
に
振
り
乱
し
た
女
性
で
、
両
手
を
前
に
出
し
、
足
が
な
く
、
ど
の
方
向
か
ら
見

て
も
、
掛
け
軸
を
見
て
い
る
私
の
目
と
幽
霊
の
目
が
合
う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま

す
。
お
寺
に
「
幽
霊
の
掛
け
軸
」
と
い
う
と
、
ど
こ
か
不
釣
り
合
い
な
気
も
し
ま

す
が
、
お
寺
の
住
職
さ
ん
が
こ
の
掛
け
軸
を
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

「
古
来
よ
り
、
幽
霊
に
は
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、

後
ろ
に
長
く
伸
び
た
髪
の
毛
で
、
こ
れ
は
い
つ
も
過
去
の
こ
と
を
く
よ
く
よ
と
後

悔
し
な
が
ら
、
あ
の
頃
は
よ
か
っ
た
と
過
去
の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
姿
を
現

し
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
手
を
前
に
ち
ょ
こ
ん
と
出
し
て
い
る
姿
で
、
こ
れ
は

将
来
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
る
あ
ま
り
、
不
安
に
な
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
迷
っ
て

い
る
姿
を
現
し
て
い
ま
す
。
三
つ
目
は
、
足
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
今
、

こ
の
時
に
、
足
を
地
に
付
け
た
地
道
な
生
き
方
を
し
て
い
な
い
姿
を
現
し
て
い
ま

す
。
要
す
る
に
幽
霊
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
こ
の
私
た
ち
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
」 

 

私
た
ち
も
こ
の
話
に
あ
る
よ
う
に
、
過
去
の
出
来
事
に
し
が
み
つ
い
て
み
た
り
、

ま
だ
見
ぬ
先
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
悩
ん
だ
り
し
て
、
口
か
ら
は
「
面
白

く
な
い
」「
何
で
私
だ
け
が
」
と
い
っ
た
愚
痴
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。
愚
痴
を
言
う
あ
ま

り
、
自
分
の
足
元
が
見
え
て
こ
な
い
生
活
を
送
っ
て
し
ま
う
様
は
、
ま
さ
に
幽
霊

そ
の
も
の
で
す
。 

 

こ
の
「
幽
霊
の
掛
け
軸
」
は
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
私
た

ち
の
在
り
方
を
示
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

ど
ん
な
に
過
去
を
引
き
ず
っ
て
も
、
ど
ん
な
に
将
来
を
夢
見
て
も
、
今
と
い
う

こ
の
時
の
地
道
な
積
み
重
ね
が
あ
っ
て
初
め
て
、
私
の
人
生
は
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
の
で
す
か
ら
、
今
を
大
切
に
生
き
る
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 


