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木幡智恵美 
新学期（5）

「
学
校
に
行
く
の
を
嫌
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
土
曜
日
の
児
童
ク
ラ
ブ
は
休
ま
せ
て
も
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
」
と
私
が
言
う
と
、
「
そ
う
だ
に
。
毎
朝
、
七
時
二
十
分
に
な
っ
た
ら
必
ず
家
を
出
る
か
ら
ね
。

学
校
ま
で
結
構
遠
い
け
ど
、
休
ま
ず
に
行
っ
て
る
し
」
と
、
娘
も
同
じ
思
い
で
い
る
よ
う
だ
。
児
童
ク
ラ
ブ

に
、
六
月
の
土
曜
日
は
休
ま
せ
る
と
連
絡
を
入
れ
、
娘
が
出
勤
の
時
は
、
寛
大
を
一
日
預
か
る
こ
と
に
し

た
。 

　
実
歩
の
誕
生
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
浴
衣
を
何
と
か
仕
上
げ
て
渡
し
、
い
よ
い
よ
五
月
も
終
わ
り
に
近
く
な
っ
た

日
、
息
子
は
職
場
か
ら
帰
っ
て
来
る
な
り
、
「
来
月
か
ら
福
井
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
わ
」
と
言
う
。
こ
れ

ま
で
、
米
子
で
三
箇
月
、
奈
良
で
一
年
勤
務
し
て
い
る
。
今
度
は
福
井
か
。
「
ヘ
ル
プ
で
行
く
か
ら
、
二
箇
月

ほ
ど
だ
よ
。
奈
良
み
た
い
に
ア
パ
ー
ト
借
り
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
ず
っ
と
ホ
テ
ル
ら
し
い
」
と
息
子
。
一
番
の

心
配
は
身
体
の
こ
と
だ
。
健
康
診
断
で
ひ
っ
か
か
っ
た
項
目
が
あ
り
、
精
密
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
し
て
い

た
の
だ
が
、
そ
れ
が
先
延
ば
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ホ
テ
ル
暮
ら
し
に
な
る
と
、
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
や
外
食
に
な

り
、
さ
ら
に
数
値
が
悪
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
大
丈
夫
、
一
日
一
回
は
給
食
で
バ
ラ
ン
ス
と
れ
る

か
ら
」
と
、
息
子
に
言
わ
れ
、
少
し
だ
け
安
心
す
る
。 

　
あ
れ
こ
れ
取
り
越
し
苦
労
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
六
月
に
入
り
、
土
曜
日
に
は
寛
大
を
迎
え
た
。
少
し
咳

が
出
る
の
で
受
診
し
て
く
れ
と
娘
に
頼
ま
れ
、
ま
ず
は
歩
い
て
近
く
の
耳
鼻
科
に
受
診
に
行
く
。
大
し
た
こ

と
は
な
く
、
咳
止
め
と
胸
に
貼
る
薬
を
も
ら
っ
て
帰
っ
た
。
夕
べ
の
残
り
物
で
昼
食
を
摂
り
、
咳
も
出
な
い

し
元
気
そ
う
な
の
で
、
バ
ッ
タ
の
公
園
に
行
っ
て
遊
ん
だ
。
家
に
戻
っ
て
三
時
の
お
や
つ
を
食
べ
て
か
ら

は
、
帰
っ
て
来
た
ジ
ジ
を
交
え
て
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
。
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
次
の
土
曜
日
は
何
か
作
ろ
う
か

と
、
娘
の
部
屋
の
本
棚
か
ら
あ
れ
こ
れ
探
す
。
工
作
の
本
の
中
か
ら
あ
れ
こ
れ
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
も
の
の
、

最
終
的
に
は
、
小
学
館
「
生
活
探
検
大
図
鑑
」
に
載
っ
て
い
た
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

次
の
週
、
揃
え
て
い
た
材
料
で
寛
大
と
二
人
で
作
っ
て
み
た
。
材
料
は
、
卵
、
砂
糖
、
生
ク
リ
ー
ム
だ
け
。

少
量
ず
つ
砂
糖
を
入
れ
た
卵
と
生
ク
リ
ー
ム
を
別
々
に
泡
立
て
、
混
ぜ
合
わ
せ
て
冷
凍
庫
に
入
れ
る
。
二
時

間
置
い
て
、
固
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
も
う
一
度
全
体
を
か
き
混
ぜ
、
再
度
凍
ら
す
と
、
ふ
ん
わ
り
し
た
ア
イ
ス

ク
リ
ー
ム
が
で
き
あ
が
る
。
イ
チ
ゴ
の
ジ
ャ
ム
を
か
け
て
食
べ
な
が
ら
寛
大
が
言
う
。
「
う
ち
で
も
お
母
ち
ゃ

ん
と
作
っ
て
み
る
わ
」 
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ちょこっと就労　1ち

ょ
こ
っ
と
就
労
を
始
め
た
。
こ
の
言
葉
は
、
朝
日
新
聞

の
特
集
記
事
で
見
つ
け
た
。
ど
の
程
度
流
通
し
て
い
る

言
葉
か
知
ら
な
い
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
な
い
短
時
間
労
働
を

指
し
、
記
事
で
は
特
に
退
職
後
の
無
理
の
な
い
労
働
に
焦
点
を

当
て
て
い
た
。
ま
さ
に
今
の
ぼ
く
の
よ
う
な
者
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
ま
あ
こ
れ
か
ら
は
そ
う
し
ゃ
か
り
き
に
な
ら
ん
で

も
、
と
言
っ
て
る
よ
う
な
軽
い
響
き
が
い
い
。 

　
退
職
後
、
ど
の
よ
う
に
働
い
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
働
か
な

い
で
い
る
も
の
か
、
退
職
す
る
前
か
ら
何
度
も
繰
り
返
し
考
え

て
は
み
た
。
た
だ
、
こ
ん
な
問
い
に
答
え
は
無
い
の
で
あ
っ

て
、
せ
い
ぜ
い
堂
々
巡
り
す
る
の
が
関
の
山
だ
。
同
じ
退
職
仲

間
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
に
抱
え
て
い
る
事
情
が
違
う
の
だ
か
ら
、

参
考
に
な
る
意
見
な
ん
ぞ
ま
ず
な
い
。
今
は
、
未
曾
有
の
教
員

不
足
時
代
だ
か
ら
、
再
任
用
を
決
め
た
人
た
ち
も
少
な
く
な
く

て
、
「
何
を
迷
う
こ
と
が
あ
る
」
と
不
思
議
な
顔
を
す
る
人
も

あ
っ
た
し
、
「
少
し
で
も
恩
返
し
が
で
き
れ
ば
」
と
言
う
人
も

あ
っ
た
。
そ
う
か
と
思
え
ば
、
今
少
し
陰
影
に
富
ん
だ
人
た
ち

も
い
て
、
「
子
ど
も
の
学
費
が
ま
だ
か
か
ー
に
」
と
少
し
照
れ

て
言
わ
れ
た
り
、
「
か
み
さ
ん
が
宗
教
に
入
れ
込
ん
で
し
ま
っ

て
」
な
ど
ど
う
言
葉
を
か
け
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
者
や
、

「
パ
チ
ン
コ
に
つ
ぎ
込
ん
で
蓄
え
が
無
い
の
だ
」
と
、
非
難
さ

れ
る
余
地
を
与
え
な
い
よ
う
平
然
と
言
い
放
つ
者
も
い
た
り
で

複
雑
極
ま
り
な
い
。 

　
あ
る
友
人
は
、
「
今
の
学
校
に
だ
け
は
勤
め
た
く
な
い
。
退

職
し
て
せ
い
せ
い
し
た
。
し
ば
ら
く
は
好
き
な
こ
と
を
し
て
暮

ら
す
」
と
言
っ
た
。
好
き
な
こ
と
は
何
だ
、
と
聞
く
と
、
そ
れ

は
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。 

　
今
の
ご
時
世
と
そ
れ
ま
で
の
教
員
人
生
と
が
絡
み
合
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
選
択
に
至
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
比
較
し
て
も
意
味

は
な
い
。
た
だ
ぼ
く
の
場
合
は
、
選
択
を
先
送
り
で
き
る
状
況

に
た
ま
た
ま
置
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
な
ら
ば
今
は
決
め
な
い

で
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
だ
け
で
あ
る
。 

　
ち
ょ
こ
っ
と
就
労
は
、
初
め
て
で
は
な
い
。
高
校
生
の
時
、

友
人
の
Ｓ
が
新
聞
配
達
を
し
て
い
る
、
と
い
う
の
を
聞
い
て
自

分
も
や
っ
て
み
た
く
な
っ
た
。
Ｓ
は
、
面
談
の
際
に
担
任
教
師

に
そ
れ
を
伝
え
、
「
こ
れ
で
内
申
書
が
よ
く
な
る
」
と
勤
労
少

年
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
を
言
っ
た
。
ぼ
く
も
つ
ま
ら
ん
対
抗
意

識
を
燃
や
し
て
し
ま
い
、
抜
け
駆
け
は
許
さ
ん
ぞ
と
ば
か
り
そ

の
日
の
う
ち
に
新
聞
販
売
店
を
訪
ね
た
の
だ
っ
た
。
就
労
の
動

機
は
と
こ
と
ん
雑
駁
な
も
の
だ
っ
た
が
、
働
い
て
収
入
を
得
る

と
い
う
経
験
は
、
す
ば
ら
し
く
自
由
で
、
き
っ
ぱ
り
し
て
い

て
、
甘
美
だ
っ
た
。
川
霧
の
立
ち
こ
め
た
道
を
新
聞
を
積
ん
だ

自
転
車
で
走
っ
て
い
る
と
、
こ
の
ま
ま
空
を
飛
べ
る
の
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
気
さ
え
し
た
。
一
度
は
、
町
を
覆
う
か
の
よ
う
な

怪
鳥
に
乗
っ
た
巨
人
に
先
導
さ
れ
、
今
に
も
前
輪
が
浮
き
上
が

り
そ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
（
こ
の
稿
続
く
）
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
今

30年
は
吉
本
隆
明
の
没
後 

年
だ
っ
た
な
。 

10

年
金
生
活
者
　
こ
の
あ
い
だ
電
話
を
か
け
て

き
た
相
手
に
言
わ
れ
て
、
そ
れ
を
思
い
出
し

た
。 

 

代
　
ど
ん
な
話
を
し
た
ん
だ
。 

30年
金
　
千
年
に
１
度
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
人

物
と
無
数
の
無
名
の
人
た
ち
の
価
値
は
ま
っ

た
く
同
じ
だ
と
吉
本
は
言
っ
た
と
話
し
た

ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
彼
が
言
う
以
前
か
ら
言

わ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
言
う
の

で
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
は

ラ
カ
ン
、
フ
ー
コ
ー
、
親
鸞
く
ら
い
し
か
私

は
知
ら
な
い
と
答
え
た
。
そ
し
て
、
吉
本
に

そ
う
し
た
考
え
が
な
か
っ
た
ら
、
「
自
己
表

出
」
や
「
了
解
の
時
間
性
」
と
い
っ
た
概
念

は
出
て
こ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
話
し
た
。 

吉
本
は
こ
ん
な
言
い
方
も
し
て
い
る
。
い

ち
ば
ん
価
値
あ
る
生
き
方
は
、
自
分
や
家
族

や
身
近
な
人
の
生
活
の
こ
と
は
考
え
る
け
れ

ど
、
天
下
国
家
の
こ
と
な
ど
日
常
か
ら
離
れ

た
こ
と
は
考
え
な
い
生
き
方
で
、
偉
大
な
思

想
家
、
偉
大
な
宗
教
者
、
偉
大
な
政
治
家
と

言
わ
れ
て
い
る
人
物
が
い
ち
ば
ん
だ
め
な
や

つ
な
ん
だ
。
思
想
の
課
題
は
知
識
を
蓄
え
る

こ
と
で
は
な
く
、
最
も
価
値
あ
る
生
き
方
を

し
て
い
る
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
原
像
と
し

て
の
大
衆
」
あ
る
い
は
「
大
衆
の
原
像
」
を

思
考
に
繰
り
込
む
こ
と
だ
。 

 

代
　
繰
り
込
ん
だ
結
果
ど
う
な
っ
た
ん

30だ
。 

年
金
　
「
大
衆
の
原
像
」
に
対
応
す
る
概

念
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
と
相
似
形
を
な
す

概
念
と
し
て
、
言
語
論
で
は
「
自
己
表
出
」

が
、
心
的
現
象
論
で
は
「
了
解
の
時
間
性

（
時
間
化
）
」
が
、
そ
し
て
幻
想
論
で
は

「
対
幻
想
」
が
導
き
出
さ
れ
た
と
私
は
考
え

る
。
そ
し
て
「
大
衆
の
原
像
」
と
対
極
を
な

す
も
の
と
し
て
彼
が
想
定
し
た
「
知
識
人
」

と
対
応
す
る
概
念
、
相
似
形
を
な
す
概
念
が

言
語
論
で
は
「
指
示
表
出
」
で
あ
り
、
心
的

現
象
論
で
は
「
空
間
的
な
関
係
づ
け
（
空
間

化
）
」
で
あ
り
、
そ
し
て
幻
想
論
で
は
「
共

同
幻
想
」
あ
る
い
は
「
個
人
幻
想
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。 

　
言
語
論
を
例
に
と
れ
ば
、
『
言
語
に
と
っ

て
美
と
は
な
に
か
』
で
描
か
れ
た
太
古
の
狩

猟
人
が
初
め
て
海
を
見
て
「
う
」
と
叫
ん
だ

と
き
、
そ
こ
に
「
自
己
表
出
」
の
起
源
が
あ

る
、
と
吉
本
は
考
え
た
。
そ
の
叫
び
は
だ
れ

か
に
何
か
を
伝
え
る
「
指
示
表
出
」
と
は
異

な
る
。
そ
れ
は
樹
木
に
た
と
え
れ
ば
根
と
幹

に
相
当
し
、
そ
こ
か
ら
枝
が
伸
び
葉
が
茂
っ

て
初
め
て
「
指
示
表
出
」
と
な
る
。 

　
知
識
を
他
者
か
ら
伝
え
ら
れ
て
知
識
人
と

な
っ
た
者
は
、
そ
の
知
識
を
別
の
他
者
に
伝

え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
の
道
具
が
言
葉

で
あ
り
、
言
葉
を
伝
達
の
手
段
と
し
て
、
つ

ま
り
「
指
示
表
出
」
と
し
て
使
う
の
が
知
識

人
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
原
像
と
し
て
の

大
衆
」
は
言
葉
を
主
と
し
て
身
近
な
人
た
ち

へ
の
喜
怒
哀
楽
や
好
意
や
嫌
悪
を
表
す
も
の

と
し
て
発
す
る
。
そ
の
原
型
は
海
に
初
め
て

遭
遇
し
た
驚
き
を
「
う
」
と
表
し
た
狩
猟
人

に
あ
る
。 

 

代
　
「
了
解
の
時
間
性
」
の
ほ
う
は
ど
う

30な
ん
だ
。 

年
金
　
彼
は
人
間
の
心
の
働
き
を
、
対
象
の

「
空
間
化
（
関
係
づ
け
）
」
と
「
時
間
化

（
了
解
）
」
（
「
了
解
の
時
間
性
」
）
の
２

段
階
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
た
。
茶
色
っ
ぽ

い
細
長
い
も
の
が
い
く
つ
も
集
ま
っ
た
ひ
と

か
た
ま
り
が
目
に
入
っ
て
く
る
過
程
が
「
空

間
化
（
関
係
づ
け
）
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

を
「
ま
ず
そ
う
な
焼
き
そ
ば
だ
」
と
か
「
す

ぐ
食
べ
た
い
」
と
感
じ
る
の
が
「
時
間
化

（
了
解
）
」
だ
。 

　
「
空
間
化
」
は
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け

入
れ
る
過
程
、
言
い
換
え
れ
ば
客
観
的
に
と
ら

え
る
過
程
だ
。
目
の
前
に
あ
る
焼
き
そ
ば
は
、

ほ
ぼ
だ
れ
の
目
に
も
茶
色
っ
ぽ
い
細
長
い
も
の

が
い
く
つ
も
集
ま
っ
た
ひ
と
か
た
ま
り
と
し
て

目
に
入
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
時
間

化
」
は
前
に
置
か
れ
た
焼
き
そ
ば
を
「
ま
ず
そ

う
」
と
か
「
食
べ
た
い
」
と
感
じ
る
こ
と
だ
か

ら
、
人
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
主
観
的
な
過

程
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

　
ふ
た
つ
の
過
程
を
吉
本
が
「
空
間
化
」
と

「
時
間
化
」
と
名
づ
け
た
わ
け
を
私
な
り
に
推

測
す
る
と
、
前
者
は
一
瞬
に
し
て
可
能
で
あ
る

の
に
対
し
、
後
者
は
時
間
を
必
要
と
し
て
い
る

か
ら
だ
と
思
う
。
焼
き
そ
ば
を
前
に
し
た
と

き
、
目
に
は
瞬
時
に
そ
の
姿
が
映
る
。
そ
れ
を

「
ま
ず
そ
う
」
と
か
「
食
べ
た
い
」
と
感
じ
る

に
は
、
過
去
に
食
べ
た
記
憶
や
空
腹
か
ど
う
か

と
い
う
身
体
の
状
態
を
参
照
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
れ
に
は
時
間
が
か
か
る
。 

「
空
間
化
」
は
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
受

け
入
れ
る
客
観
的
な
過
程
だ
と
い
う
意
味

で
、
物
事
を
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る

「
知
識
人
」
の
態
度
と
相
似
形
を
な
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
時
間
化
」
は
対
象
を

主
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を

行
動
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

そ
の
過
程
は
、
日
々
の
生
活
に
関
心
を
集
中

さ
せ
て
暮
ら
す
「
原
像
と
し
て
の
大
衆
」
と

相
似
形
を
な
し
て
い
る
。 

 

代
　
吉
本
が
そ
こ
ま
で
大
衆
に
こ
だ
わ
る

30の
は
な
ぜ
な
ん
だ
。 

年
金
　
「
お
国
の
た
め
に
」
と
戦
争
に
突
き

進
ん
だ
日
本
国
民
が
、
天
皇
の
玉
音
放
送
を

境
に
「
自
分
の
た
め
に
」
と
エ
ゴ
を
あ
ら
わ

に
し
出
し
た
豹
変
ぶ
り
に
彼
は
衝
撃
を
受
け

た
。
「
大
衆
」
と
は
な
ん
な
の
か
。
そ
の

「
原
像
」
を
思
考
に
繰
り
込
む
こ
と
に
こ
そ

思
想
の
課
題
が
あ
る
と
考
え
た
彼
は
、
そ
の

存
在
の
場
を
「
家
」
に
求
め
た
。 

　
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
が
家
族
の
本
質

を
な
す
「
対
幻
想
」
と
い
う
概
念
だ
。
吉
本
は

こ
れ
を
「
共
同
幻
想
」
と
「
個
人
幻
想
」
の
あ

い
だ
に
位
置
づ
け
、
人
間
の
全
幻
想
領
域
は
こ

れ
ら
の
３
つ
の
幻
想
領
域
か
ら
成
る
と
考
え

た
。
こ
の
う
ち
「
共
同
幻
想
」
と
「
個
人
幻

想
」
は
西
欧
の
思
想
も
繰
り
返
し
考
察
の
対
象

に
し
て
き
た
。
吉
本
の
独
自
性
は
、
「
対
幻

想
」
を
そ
れ
ら
ふ
た
つ
の
領
域
と
同
等
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
の
重
み
の
あ
る
も
の
と
し
て
考
察

の
対
象
と
し
た
こ
と
だ
。

ニュース日記　835 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
没後10年の吉本隆明


