
味
合
い
が
強
い
と
い
う
立
場
か
ら
､
こ
れ
を
拒
否
す
る
考

え
が
あ
る
と
伺

っ
て
い
た
｡

つ
ま
り
､
神
社
関
係

･
仏
教
関
係
等
の
す
べ
て
を
宗
教

教
育
だ
と
き
め
つ
け
る
考
え
方
が
'
そ
の
底
流
に
あ
り
､

例
え
ば
お
祭
り
の
御
輿

(み
こ
し
)
に
つ
い
て
さ
え
､
同

様
に
み
る
こ
と
が
戦
後
の
学
校
教
育
の
中
に
流
れ
て
い
た

時
期
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
､
今
回
の
地
御
前
地
区
の
人
々

の
取
り
組
み
に
対
し
て
､
そ
の
経
緯
に
私
は
強
い
関
心
を

抱
い
た
｡

な
ぜ
､
今
年
は
児
童
達
に
'
流
鏑
馬
等
の
行
事
を
拝
観

･

見
学
さ
せ
よ
う
と
い
う
'
郷
土
文
化
に
触
れ
る
よ
う
な
､

積
極
的
な
方
向
づ
け
が
で
き
た
の
か
｡

ひ
と
言
で
い
え
ば

｢機
が
熟
し
て
い
た
｣
と
い
う
こ
と

で
は
あ
る
が
､
地
元
の
郷
土
文
化
保
存
会
が
､
そ
の
代
表

者
で
あ
る
磯
部
忠
利
さ
ん
を
中
心
と
し
て
､
流
鏑
馬
の
行

事
に
永
年
取
り
組
ん
で
来
ら
れ
た
こ
と
が
'
そ
の
土
台
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

さ
ら
に
､
地
御
前
公
民
館
長
､
星
野
昭
治
さ
ん
の
話
に

よ
る
と
､
｢
流
鏑
馬
を
伝
統
文
化
と
し
て
継
承
し
て
行
こ

う
と
す
る
動
き
が
大
き
-
加
わ
り
'
『
ま
ち
づ
-
り
委
員

会
』
の
重
富
欣
治
さ
ん
達
が
､
流
鏑
馬
行
事
を

『
地
域
の

ま
つ
り
』
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
発
案
さ
れ
､
先
ず
装

束

･
小
道
具
を
新
調
さ
れ
た
の
が
大
き
い
｣
と
の
こ
と
｡

私
も
､
御
陵
衣
祭
の
前
に
'
そ
の
装
束

･
小
道
具
類
を

地
御
前
公
民
館
に
展
示
し
て
あ
る
の
を
､
拝
見
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
が
､
そ
の
費
用
は
､
『
ま
ち
づ
-
り
委
員
会
』

か
ら
出
費
さ
れ
た
と
伺

っ
て
い
る
｡

廿
日
市
市
で
は
､
十

1
の
小
学
校
区
が
あ
り
､
十

1
の

公
民
館
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
､
各
地
域
毎
に

ま
ち
づ
-
り
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
'
補
助
金
が
交
付

さ
れ
た
｡
地
御
前
地
区
は
そ
の
補
助
金
を
今
回
の
諸
経
費

に
当
て
て
､
地
御
前
地
区
の

『
ま
ち
づ
-
り
パ
ワ
ー
』
に

と
い
う
発
案
で
あ

っ
た
｡

『
ま
ち
づ
-
り
委
員
会
』
の
代
表
の
方
々
は
､
五
月
の

地
区
運
動
会
で

『流
鏑
馬
』
装
束
を
披
露
さ
れ
て
､
地
域

住
民

へ
の
興
味

･
関
心
を
促
し
た
り
､
小
学
校
と
の
折
衝

を
密
に
な
る
等
､
熱
意
あ
る
働
き
か
け
を
さ
れ
て
い
る
｡流鏑馬装束の展示さらに､『流鏑馬』行事を伝統文化として捉え､総合学習の中で学ばせるという合同企画[地域委員会との]は､学校としても'まさに画期的なことであり､氷川静優校長の決断も大変だったであろう

と推察している｡私は､後日'平松和枝教頭に

お目にかかり､その時の取り組みについて伺

う
こ
と
が
で
き
た
｡

｢校
長
先
生
と

一
緒
に
'
そ
の
内

容
を
検
討
し
､
職
員

の
賛
同
を
得
て
､
今
回
の
よ
う
な
取

り
上
げ
方
を
し
ま
し

た
｡
｣
と

の
こ
と
で
あ

っ
た
｡

当
日
の
流
鏑
馬
姿
を
デ
ジ
タ
ル
カ

メ
ラ
で
写
し
た
作
品

は
､
写
真

コ
ン
テ
ス
ト
と
し
て
､
学

校
お
よ
び
公
民
館
で

展
示
さ
れ
､
人

目
を
ひ
い
て
い
た
｡

児
童
に
と

っ
て
は

『
流
鏑
馬
』
の

勇
壮
な
姿
を
目
の
前

に
見
て
､
し
か
も
'
数
人
に

一
台
ず

つ
の
カ
メ
ラ
に
よ
っ

て
､
そ
れ
を
写
す
と
い
う
行
為
は
初
め

て
の
こ
と
で
あ
り
､

強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
に
違
い

な
い
｡
(三
年
生
以

上
の
約
二

百
七
十
名
の
参
加
)

い
ず
れ
に
し
て
も
､
御
陵
衣
祭
に
関

わ
る
内
容
で
あ
り
､

地
御
前
神
社
､
飯
田
元
隆
宮
司
さ
ん
等
神

社
関
係
者
の
方
々
､

郷
土
文
化
保
存
会

･
町
づ
-
り
委
員

会

･
公
民
館

･
学
校

関
係
者
が

一
体
と
な
り
､
心
を
ひ
と

つ
に
取
り
組
ん
だ
そ

の
経
緯
を
私
は
知
り
'
そ
の
ご
努
力
に
対
し
て
､
頭
の
さ

が
る
思
い
で
あ
る
｡

四
､
『
流

鏑
馬
神
事
』
の
変
遷

御
陵
衣
祭
当
日
'
午
前
中
に
今
市

稲
荷
社
ま
で
､
白
馬

を
ひ
い
て
通

っ
て
行
か
れ
る
様
子
を
ご

覧
に
な
っ
た
方
は
'

何
人
ぐ
ら
い
お

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
｡

今
市
稲
荷
が
建
立
さ
れ
た
の
は
､

江
戸
時
代
の
安
永
二

年

(
一
七
七
三
)
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
｡
こ
こ
は
､
大
歳

み
こ
し

と
ぎ
ょ

お
た
ぴ
し
ょ

神
社
の
神

輿

渡

御

の
御

旅

所

で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
｡

今
年
の
白
馬
は
､
山
口
県
か
ら
連

れ
て
来
ら
れ
た
と
聞

い
て
い
る
が
'
榊
の
枝
を
前
に
付
け
､

旧
道
を
進
む
の
は
､

ま
つ
り
の
前
に
道
を
浄
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と

の
こ

と
で
あ
る
｡

往
古
の

【
流
鏑
馬
神
事
】
に
'
使

わ
れ
た
装
束

･
小
道

具
類
が
､
･今
で
も
大
歳
神
社
に
保
管
さ
れ


