
現
場
か
ら
の
報
告

通
信
制
教
育
の
現
場
か
ら

石

t百

長日
目

博

こ
の
四
月
、
人
事
異
動
に
よ
り
、
単
位
制
に
よ
る
通
信
制
課
程
の
高
校
に

転
勤
し
た
。
前
任
校
(
進
学
校
)
と
は
全
く
環
境
が
変
わ
り
、
日
々
驚
き
の

連
続
で
あ
る
。
通
信
制
と
は
ど
ん
な
現
場
な
の
か
、
少
し
ば
か
り
紹
介
も
し

た
い
。

通
信
制
に
は
ふ
だ
ん
生
徒
が
い
な
い
。
生
徒
は
毎
日
通
っ
て
勉
強
す
る
か

わ
り
に
家
で
「
レ
ポ
ー
ト
」
に
よ
り
学
習
す
る
。
そ
れ
を
学
校
へ
郵
送
し
、

我
々
牧
師
は
添
削
、
評
価
し
て
返
送
す
る
。
(
不
合
格
な
ら
再
提
出
、
合
格

な
ら
次
の
レ
ポ
ー
ト

へ
進
む
。)

こ
の
レ
ポ
ー
ト
が
通
信
制
教
育
の
大
き
な

柱
で
あ
る
が
、
も
う

一
つ
の
柱
が

「
ス
ク
ー
リ
ン
グ」

(面
接
指
導
)
で
あ

る
。
つ
ま
り
は
「
授
業
」
な
の
だ
が
、
こ
れ
が
日
曜
日
と
水
曜
日
に
設
置
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
毎
回
出
席
す
る
必
要
は
な
く
、
各
科
目
の
出
席

義
務
時
間
数
を
確
保
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
に
規
定
の
回
数
の
テ
ス
ト
を
加
え

て
単
位
認
定
と
な
る
。
例
、
え
ば
、
必
履
修
科
目
「
国
語
I
a
」
の
場
合
、
レ

ポ
ー
ト
叩
回
、
ス
ク
ー
リ
ン
グ
必
要
数
3
回
、
テ
ス
ト
合
格
3
回
を
ク
リ
ア

ー
す
る
と
3
単
位
修
得
と
な
る
。
(
合
計
別
単
位
以
上
と
な
っ
た
時
点
で
卒

業
で
あ
る
。
)

生
徒
は
、
中
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
者
か
ら
、
会
社
員
、
主
婦
、
高
校

中
退
者
:
:
:
年
令
で
い
え
ば
日
オ
か
ら
印
代
ま
で
と
幅
広
い
。
彼
ら
は
前
術

の
と
お
り
い
つ
も
出
席
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
授
業
の
顔
ぶ
れ
は
毎
回
変

わ
る
。
:
:
:
お
解
り
だ
ろ
う
か
。
通
信
制
の
授
業
で
は
、
継
続
的
な
展
開
が

で
き
ず
、
ど
の
単
元
も

一
回
完
結
な
の
で
あ
る
。

(例
え
ば

「富
山
獄
百
景
」

も
一
時
間
一
本
勝
負
。)
全
体
の
流
れ
を
確
認
し
た
後
は
、
レ
ポ
ー
ト
を
や

る
上
で
理
解
に
苦
し
み
そ
う
な
一
箇
所
か
二
箇
所
に
触
れ
る
の
み
で
あ
る
。

あ
と
は
レ
ポ
ー
ト
の
や
り
と
り
の
中
で
、
書
い
て
説
明
し
て
い
く
し
か
な
い

の
だ
。

初
め
て
ス
ク
ー
リ
ン
グ
授
業
を
や
る
前
、
同
僚
に
「
指
名
し
て
質
問
し
な

い
方
が
い
い
。」
と
い
わ
れ
た
。
人
間
関
係
を
構
築
し
、
相
手
を
見
極
め
た

後
な
ら
と
も
か
く
、
普
通
校
の
よ
う
に
無
雑
作
に
指
名
す
る
と
、
精
神
的
負

担
に
な
っ
て
、
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
来
ら
れ
な
く
な
る
生
徒
が
多
い
と
い
う
の

だ
。
実
際
、
私
に
も
生
徒
の
親
か
ら
指
名
だ
け
は
し
な
い
で
ほ
し
い
と
電
話

が
あ
っ
た
。
自
分
の
ク
ラ
ス
を
調
べ
て
も
、
十
代
の
生
徒
に
は
、
中
学
時
代

不
登
校
だ

っ
た
者
が
半
数
近
く
い
る
。
(本
校
の
場
合
、
そ
う
い
う
生
徒
の

割
合
は
、
こ
こ
数
年
で
急
増
し
て
い
る
そ
う
だ
。)

こ
の
よ
う
な
事
情
か

ら
、
五
月
末
の
現
在
、
ま
だ
私
は
授
業
で
指
名
し
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
講

義
形
式
の
授
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
通
行
の
授
業
は
、
自
分
の
精
神
衛

生
上
よ
く
な
い
の
で
、
全
体
に
向
か

っ
て
発
問
し
、
或
い
は
た
わ
い
な
い
話

も
し
、

何
と
か
反
応
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
。
す
る
と
雰
囲
気
が
微
妙
に
変

化
す
る
の
が
感
じ
ら
れ
、
と
り
あ
え
ず
ほ
っ
と
す
る
。
(中
年
の
女
性
は
大

き
く
相
槌
を
打
っ
て
く
れ
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
存
在
だ
。
)

こ
の
場
合
で
、
自
分
は
国
語
教
師
と
し
て
、
ど
う
い
う
方
向
を
目
指
し
た
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ら
よ
い
の
か
、
暗
中
模
索
の
状
態
で
あ
る
。
い
ま
だ
に
右
往
左
往
し
な
が

ら
、
通
信
制
で
の
二
ヶ
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。

(
静
岡
県
立
静
岡
中
央
高
校
)

『
平
家
物
語
』
父
子
話
余
談

利

根

)11 

清

源
平
合
戦
、
一
谷
生
回
森
の
戦
場
の
一
場
面
で
あ
る
。

梶
原
、
郎
等
共
に
、
「
源
太
は
如
何
に
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、
「
余
り

に
深
入
り
し
て
討
れ
さ
せ
給
ひ
て
候
や
ら
ん
。
逢
に
見
え
さ
せ
給
ひ
候

は
ず
」
と
申
し
け
れ
ば
、
梶
原
涙
を
は
ら
は
ら
と
流
て
、

「
箪
の
先
を

懸
う
と
恩
ふ
も
子
共
が
た
め
、
源
太
討
せ
て
景
時
命
生
て
も
何
に
か
は

せ
ん
な
れ
ば
、
返
せ
や
」
と
て
又
取
て
返
す
。

『平
家
物
語
』
巻
九
「
二
度
懸
」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
後
、
父
景
時
は
身

命
を
惜
し
ま
ず
敵
陣
に
駆
け
入
り
、
大
童
に
な
っ
て
苦
戦
す
る
窮
地
の
我
が

子
を
無
事
救
い
出
す
。
『
平
家
物
語
』
の
中
で
も
と
り
わ
け
爽
快
感
の
あ
る

章
段
で
あ
る
。

戦
闘
と
い
う
極
限
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
父
の
子
を
思
う
情
は
深
い
。
こ

の
場
面
の
紬
と
な
っ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
笑
に
人
間
的
な
視
か
な
も
の
で

ふめヴ。。必
死
に
敵
陣
を
駆
け
抜
け
、
ふ
と
振
り
返
る
と
一
緒
の
は
ず
の
我
が
子
の

姿
が
見
え
ぬ
。
そ
の
折
の
父
の
不
安
は
大
き
い
。
そ
れ
に
即
座
に
答
え
る
郎

等
の
返
事
は
そ
の
不
安
を
的
中
さ
せ
る
。
父
は
絶
望
し
、
大
い
に
歎
く
。
だ

が
、
父
は
あ
き
ら
め
な
い
。
疲
労
に
鞭
打
っ
て
、
類
例
の
な
い
二
度
懸
を
や

っ
て
の
け
る
。
「
売
す
我
身
の
上
を
ば
知
ら
ず
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
我
が

身
を
忘
れ
て
敵
中
を
駆
け
回
り
駆
け
回
り
我
が
子
の
姿
を
探
し
求
め
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は
坂
東
の
名
だ
た
る
武
将
で
は

な
く
子
を
切
実
に
求
め
る
「
父
」
梶
原
索
時
の
姿
で
あ
る
。

『平
家
物
語
」
の
魅
力
は
無
常
感
と
言
っ
た
高
踏
的
な
世
界
ば
か
り
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
人
情
の
機
微
を
対
話
文
を
巧
妙
に
織
り
混
ぜ
る
こ

と
で
、
リ
ア
ル
に
且
つ
動
的
に
描
き
き
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
以
外
に
も

『平
家
物
語
』
に
は
戦
場
を
舞
台
と
す
る
た
め
か
父
子
話

が
数
多
い
。
同
巻

「
漬
戦
」
で
は
、
我
が
命
惜
し
き
に
子
を
見
捨
て
生
き
な

が
ら
え
て
し
ま
っ
た
新
中
納
言
知
践
の
切
々
た
る
悔
恨
の
口
説
き
。
巻
八

「
妹
尾
最
後
」
で
は
、
勇
猛
な
武
者
で
あ
り
な
が
ら
も
我
子
故
に
死
を
決

意
、
凄
惨
な
最
期
を
遂
げ
る
妹
尾
兼
康
等
、
実
に
人
間
味
の
あ
る
父
子
が
描

か
れ
て
い
る
。

教
材
と
し
て

『平
家
物
語
』
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
十
三
年
経
っ

た
。
最
初
は
選
択
授
業
で
古
来
有
名
な
目
挙
段
を
抄
出
し
た
既
製
の
テ
キ
ス
ト

を
用
い
て
、
当
時
の
歴
史
状
況
、
武
装
の
説
明
、
簡
単
な
文
法
的
な
解
釈
を

し
て
読
み
進
め
て
い

っ
た
。
所
謂
平
均
的
な
授
業
で
あ
る
。

し
か
し
、
取
り

組
ん
で
行
く
う
ち
に
次
第
に
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。

殊
に
合
戦
部
を
教
材
と
し
て
扱
っ
た
場
A
R

武
勇

・
功
名
と
い

っ
た
英
雄
的

行
為
へ
の
単
純
な
賞
賛
の
物
語
は
稀
で
、
そ
の
背
後
に
は
戦
場
で
果
て
て
い

っ
た
人
々
の
悲
劇
の
諸
相
が
横
溢
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
始
め
た
の
で
あ

る
。
戦
闘
と
い
う
血
で
血
を
洗
う
修
羅
闘
誇
の
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
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に
生
き
る
人
々
の
姿
、
行
為
は
無
残
で
あ
り
な
が
ら
も
生
命
に
対
す
る
無
上

の
哀
惜
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
の
作
品
の
感
動
の
所
在
が
あ
る
。

近
年
、
こ
う
し
た

『平
家
物
語
』

へ
の
関
心
か
ら
、
国
語
教
育
の
大
き
な

課
題
「
文
学
教
育
」
と
い
う
言
葉
を
再
考
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
学
教
材

を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
生
徒
の
「
人
格
」
に
関
与
し
て
ゆ
け
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
向
は
「
道
徳
」
と
い
う
教
育
の
タ
ブ
!
と
接
触
せ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
言
語
教
育
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
古
典
教
育
を

目
指
し
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
豊
か
な
も
の
を
得
る
こ
と
を
望
み
た
い
の
で
あ

る
。
今
回
の
父
子
話
へ
の
関
心
も
そ
う
し
た
「
文
学
教
育
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の

一
端
で
あ
る
。

後
考
を
期
し
た
い
。

(
都
立
富
士
高
校
定
時
制
)

専
門
高
校
の
現
場
か
ら

西

キす

健

首
都
圏
の
普
通
高
校
に
勤
め
て
い
た
私
は
、
田
舎
の
専
門
高
校
と
い
う
も

の
に
、
特
別
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
。
腕
白
坊
主
が
多
く
て
活
気
に
あ

ふ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。
で
も
、
そ
の
予
想
は
見
事
に
く
つ
が
え

さ
れ
た
。

燕
工
業
高
校
の
生
徒
は
実
に
お
と
な
し
い
。
授
業
態
度
を
注
意
す
れ
ば
、

素
直
に
従
う
。
(尤
も
そ
の
五
分
後
に
は
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
だ
が

:
。)
ま
た
、
板
書
写
し
の
熱
心
き
は
篤
く
べ
き
だ
。
意
味
-
調
べ
な
ど
の

作
業
的
な
活
動
も
、
と
て
も
真
面
目
に
取
り
組
ん
で
く
れ
る
。

そ
の
反
面
、
無
気
力
な
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
る
。
授
業
に
対
す
る
積
極

性
と
い
う
点
で
は
、
大
い
に
不
満
が
残
る
。
発
問
し
て
も
、
じ
っ
く
り
考
、
え

る
生
徒
は
ほ
ん
の
一
握
り
だ
。
多
く
は
考
、
え
る
こ
と
に
す
ぐ
飽
き
て
、
教
室

が
ざ
わ
つ
き
出
す
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
は
、
つ
い
結
論
を
急
い
で
し
ま

い
、
も
っ
と
一
緒
に
考
え
な
が
ら
答
を
出
し
た
か
っ
た
の
に
と
悔
い
が
残

る
。私

は
今
の
学
校
に
来
て
、
改
め
て
自
分
の
力
不
足
を
感
じ
た
。
普
通
高
校

で
経
験
を
重
ね
、
そ
れ
な
り
に
自
信
の
持
て
る
実
践
方
法
も
掴
ん
だ
つ
も
り

だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
ん
な
過
去
の
遺
産
に
制
坐
を
か
い
て
い
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
ま
た
一
か
ら
授
業
を
作
り
直
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
彼
ら
が
学
び
易
い
や
り
方
を
採
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考

え
、
原
点
に
戻
っ
て
、
生
徒
と
向
き
合
う
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
。

彼
ら
の
弱
点
を
う
ま
く
フ
ォ
ロ
ー
し
な
が
ら
よ
い
面
を
伸
ば
す
方
法
は
な
い

か
、
と
色
々
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
み
た
。
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
が
、
う
ま

く
授
業
を
や
れ
て
い
る
手
応
、
え
は
な
か
な
か
摺
め
な
か

っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
教
室
を
出
た
私
を

一
人
の
生
徒
が
追
い
か
け
て
き
た
。

何
の
用
か
と
思
っ
た
ら
、
授
業
で
や
っ
て
い
る
「
山
月
記
」
の
感
想
を
語
り

出
し
た
の
だ
。
教
室
で
文
学
談
義
を
す
る
の
は
、
他
の
生
徒
の
手
前
恥
か
し

か
っ
た
ら
し
い
。
廊
下
で
の
立
ち
話
は
次
の
授
業
チ
ャ
イ
ム
ま
で
続
い
た
。

「教
材
選
択
を
失
敗
し
た
か
な
あ
。
」
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
け
に
、
嬉

し
か
っ
た
。
感
想
文
か
ら
も
、
予
想
以
上
に
多
く
の
生
徒
が
楽
し
ん
で
読
ん

で
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

「
う
ち
の
生
徒
に
は
難
し
い
。
」
な
ど
と
最
初
か
ら
考
え
る
の
は
、
教
師
の

- 69-



怠
慢
だ
と
教
え
ら
れ
た
気
が
す
る
。
勉
強
嫌
い
な
生
徒
が
多
い
分
、
工
夫
の

し
甲
斐
も
あ
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
専
門
高
校
の
魅
力
な
の
か
も
知
れ
な

(
新
潟
県
立
燕
工
業
高
校
)

ほ

ん

だ

な

A
'
V
A
 

今
年
度
は
、
太
田
正
夫
氏
よ
り
御
著
書
を
寄
贈
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
学
会
と
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。

『十
人
十
色
を
生
か
す
文
学
教
育

|

|
『
ひ
か
り
ご
と

授
業
を
中
心
に
|
|」

太
田
正
夫
著

は
じ
め
に
||

「
い
じ
め
」
に
対
し
て
、
自
己
表
現
の
対
話
化
を

I
方
法
が
思
想
1

1
作
品
と
自
己
と
現
実
を
糾
す
読
み

H
多
義
性
と
自
己
表
現
|
|
併
行
授
業
と
し
て
の
教
室
に
お
け
る

「す
る
」

読
み

m
「
十
人
十
色
を
生
か
す
」
こ
と
の
、
ま
と
め
と
し
て

W
「十
人
十
色
を
生
か
す
」
授
業
の
実
際
例

あ
と
が
き
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