
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」

朝
、
人
に
会
っ
た
時
の
挨
拶
の
語
で
す
。「
お
早
く

お
出
か
け
で
す
ね
」
が
語
源
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
昔
か
ら
相
手
を
気
遣
い
、
気
に
か
け
て
い

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

今
回
は
良
好
な
人
間
関
係
を
作
る
た
め
に
欠
か
せ
な

い
挨
拶
に
つ
い
て
の
「
腕
前
診
断
」
で
す
。

１
　
挨
拶
を
返
し
て
も
ら
う

「
Ａ
先
生
に
『
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
』
っ
て
挨
拶
を

し
た
の
に
無
視
さ
れ
た
」

教
室
に
入
っ
て
く
る
な
り
、
顔
を
真
っ
赤
に
し
て

怒
っ
て
い
る
Ｂ
さ
ん
。
Ａ
先
生
と
す
れ
違
っ
た
時
に

挨
拶
を
し
た
の
で
す
が
、
素
通
り
さ
れ
た
ら
し
い
の

で
す
。
Ｂ
さ
ん
の
不
満
は
更
に
続
き
ま
す
。

「『
自
分
か
ら
挨
拶
を
す
る
こ
と
が
大
事
』
っ
て
言

っ
て
い
る
く
せ
に
、
自
分
は
挨
拶
を
返
さ
な
い
ん
だ

か
ら
」
喋
れ
ば
喋
る
ほ
ど
彼
女
の
怒
り
は
ヒ
ー
ト
ア

ッ
プ
し
ま
す
。

「
な
る
ほ
ど
」「
そ
う
だ
ね
」
と
Ｂ
さ
ん
の
気
が
済

む
ま
で
、
私
は
聞
き
役
に
徹
し
ま
す
。
や
が
て
、
興
奮

が
収
ま
り
口
調
が
穏
や
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
Ｂ

さ
ん
は
私
の
話
に
耳
を
貸
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。

「
①
」
の
「
も
っ
と
大
き
な
声
」
は
「
君
の
挨
拶
が

小
さ
い
か
ら
だ
よ
」
と
暗
に
言
っ
て
い
ま
す
。
Ｂ
さ
ん

に
非
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

自
分
か
ら
挨
拶
し
、
善
行
を
働
い
た
と
自
負
し
て

い
る
だ
け
に
、
そ
れ
を
否
定
さ
れ
る
と
納
得
で
き
な

い
気
分
に
な
り
ま
す
。

「
で
も
、
聞
こ
え
る
よ
う
な
大
き
さ
の
声
だ
っ
た

よ
。
先
生
は
Ａ
先
生
の
味
方
？
」
と
怒
り
の
矛
先
が

私
に
向
き
か
ね
ま
せ
ん
。

「
③
」
の
「
何
度
も
挨
拶
」
は
善
意
の
押
し
付
け
で

す
。
挨
拶
は
善
意
の
体
現
で
す
。
恩
着
せ
が
ま
し
く

や
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
り
と
さ
り
げ
な
く
や
れ
ば
好

感
を
持
た
れ
ま
す
。

善
行
も
、
何
回
も
繰
り
返
せ
ば
く
ど
く
な
り
ま
す
。

相
手
が
気
づ
く
ま
で
、
反
応
す
る
ま
で
繰
り
返
す
と
、

口
調
が
き
つ
く
な
り
、
表
情
も
険
し
く
な
り
ま
す
。
ム

キ
に
な
っ
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
ま
す
。

明
る
く
、
笑
顔
で
、
爽
や
か
に
や
る
こ
と
が
「
挨

拶
」
の
必
須
条
件
で
す
。

「
④
」
の
「
善
意
に
解
釈
」
は
大
人
の
発
想
で
す
。

確
か
に
、
相
手
の
状
況
を
察
す
る
こ
と
は
良
好
な

人
間
関
係
作
り
に
は
欠
か
せ
な
い
配
慮
（
技
術
）
で

す
。
大
人
な
ら
そ
れ
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
が
、
相
手

の
気
持
ち
を
斟し

ん

酌し
ゃ
く

で
き
な
い
の
が
「
コ
ド
モ
」
で
す
。

そ
れ
に
、「
挨
拶
を
し
な
く
て
も
許
さ
れ
る
」
と
い

う
誤
っ
た
解
釈
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。「
気
づ
か
な

か
っ
た
」「
考
え
事
を
し
て
い
た
」
と
い
う
申
し
開
き

が
通
用
し
て
し
ま
い
ま
す
。

「
挨
拶
を
返
さ
な
か
っ
た
」
と
い
う
罪
悪
感
を
覚

え
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
「
次
は
気
を
つ

け
よ
う
」
と
反
省
す
る
の
で
す
。

挨
拶
の
「
挨
」
は
「
迫
る
、
そ
ば
に
く
っ
つ
く
、
身

動
き
が
で
き
な
い
ほ
ど
近
寄
る
」
と
い
う
意
味
が
あ

り
ま
す
。
旁

つ
く
り
は
「
人
が
つ
か
ま
え
て
止
ま
る
さ
ま
」
を

表
し
て
い
ま
す
。「
拶
」
も
「
挨
」
と
同
様
の
意
味
が

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
注
目
す
る
語
源
は
「
つ
か
ま
え
て
止
ま
る

さ
ま
」
で
す
。
相
手
の
心
を
言
葉
で
「
つ
か
ま
え
る
」

の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
相
手
は
そ
の
場
で
立
ち
「
止

ま
っ
て
」
挨
拶
を
返
し
て
く
れ
ま
す
。

「
②
」
は
ま
さ
に
そ
の
具
現
で
す
。
名
前
を
呼
ば
れ

た
ら
ど
ん
な
人
で
も
一
瞬
、
間
が
で
き
ま
す
。
時
間
が

止
ま
り
ま
す
。
振
り
向
き
ま
す
。
立
ち
止
ま
り
ま
す
。

そ
し
て
、
何
の
用
事
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
「
ハ
イ
」

と
返
事
を
し
ま
す
。
そ
の
瞬
間
、
目
が
合
い
ま
す
。

"face
to
face"

で
す
。

立
ち
止
ま
っ
て
く
れ
た
ら
し
め
た
も
の
で
す
。
相

手
は
あ
れ
こ
れ
思
い
を
巡
ら
し
な
が
ら
ど
ん
な
言
葉
を

発
す
る
の
か
を
待
っ
て
い
ま
す
。
に
っ
こ
り
笑
っ
て

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
挨
拶
す
れ
ば
、
そ
れ
に

つ
ら
れ
て
微
笑
ん
で
挨
拶
を
返
し
て
く
れ
ま
す
。
人

は
、
自
分
が
し
た
こ
と
を
返
し
て
く
れ
ま
す
。
自
分
が

微
笑
め
ば
相
手
も
微
笑
み
を
返
し
て
く
れ
ま
す
。
こ

ち
ら
が
囁
け
ば
、
相
手
も
囁
く
よ
う
な
声
量
に
な
り

ま
す
。

Ｂ
さ
ん
は
早
速
名
前
を
呼
ん
で
挨
拶
を
試
み
た
そ
う

で
す
。
今
度
は
Ａ
先
生
か
ら
挨
拶
を
返
し
て
も
ら
え

ま
し
た
。
し
か
も
、「
Ｂ
さ
ん
、
元
気
だ
ね
」
と
声
を

か
け
ら
れ
た
と
ニ
ッ
コ
リ
で
し
た
。
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挨拶が良好な
人間関係を作る

今回のテーマ

挨
拶
を
返
し
て
も
ら
う
に
は
、
ど
ん

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
ら
い
い
で
し

ょ
う
。

①
　
も
っ
と
大
き
な
声
で
挨
拶
を
す
れ
ば

よ
か
っ
た
ね
。

②
　
「
Ａ
先
生
」
っ
て
名
前
を
呼
ん
で
か

ら
挨
拶
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
ね
。

Q1

③
　
気
づ
い
て
く
れ
る
ま
で
何
度
も
挨
拶

を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
ね
。

④
　
「
考
え
事
を
し
て
い
た
の
で
、
気
づ

か
な
か
っ
た
ん
だ
な
」
と
善
意
に
解
釈

し
た
ら
ど
う
か
な
。
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「
Ｃ
君
が
手
を
挙
げ
な
が
ら
『
お
は
よ
う
』
っ
て
言
っ

た
の
。
僕
の
名
前
を
呼
ん
で
ね
。
び
っ
く
り
し
た
け

ど
、
僕
も
負
け
な
い
よ
う
に
挨
拶
を
し
た
ん
だ
」

Ｃ
君
が
爽
や
か
な
挨
拶
を
し
た
の
で
、
Ｄ
君
も
気

持
ち
の
い
い
挨
拶
を
返
せ
た
の
で
す
。

「
僕
に
挨
拶
し
て
く
れ
た
ん
だ
」
と
相
手
が
感
じ
、

条
件
反
射
的
に
挨
拶
を
返
し
て
く
れ
た
ら
し
め
た
も
の

で
す
。
相
手
が
強
く
感
じ
れ
ば
感
じ
る
ほ
ど
、
速
や
か

に
大
き
な
挨
拶
が
返
っ
て
き
ま
す
。

挨
拶
さ
れ
る
と
自
分
は
相
手
に
と
っ
て
特
別
な
存
在

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｃ
君
の
挨
拶
に
触
発
さ
れ
、
そ

れ
に
応
え
る
よ
う
な
挨
拶
を
Ｄ
君
は
し
た
の
で
す
。
Ｃ

君
の
挨
拶
は
Ｄ
君
を
通
し
て
返
っ
て
き
た
の
で
す
。
ま

さ
に
ミ
ラ
ー
効
果
で
す
。

挨
拶
を
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
「
正
し
い
」
挨
拶

を
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
な
の
で
す
。

３
　
挨
拶
の
習
慣
化
を
図
る
手
立
て

挨
拶
は
習
慣
で
す
。
朝
の
会
で
毎
回
「
何
人
に
挨

拶
さ
れ
ま
し
た
か
」
と
聞
く
こ
と
は
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
的
に
無
理
で
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
い
い
習
慣
を
維
持
す
る
た
め
に
、

『
O
F
』
の
著
者
陣
で
も
あ
り
、
友
人
で
も
あ
る
佐
々

木
智
光
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
標
語
を
紹
介
し

ま
す
。

あ

い
て
よ
り
（
相
手
よ
り
）

い

つ
も

（
い
つ
も
）

さ

き
に

（
先
に
）

つ

づ
け
よ
う
（
続
け
よ
う
）

朝
の
会
、
お
客
様
が
来
校
す
る
時
な
ど
、
機
会
を
と

ら
え
て
復
唱
し
ま
す
。

「『
あ
い
さ
つ
』
の
『
あ
』」

子
ど
も
た
ち
は
声
を
揃
え
て
言
い
ま
す
。

「
相
手
よ
り
」

「『
あ
い
さ
つ
』
の
『
い
』」

「
い
つ
も
」

こ
う
し
て
「
つ
」
ま
で
続
け
ま
す
。

最
後
に
、
教
師
が

「
あ
い
さ
つ
は
、
…
」

と
子
ど
も
た
ち
に
向
か
っ
て
発
し
ま
す
。

「
相
手
よ
り
い
つ
も
先
に
続
け
よ
う
」

息
の
合
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
声
が
教
室
に
響
き
ま
す
。

さ
ら
に
念
押
し
で
す
。「
あ
い
さ
つ
は
」
と
身
を
乗
り

出
し
て
早
口
で
言
い
ま
す
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は

教
師
に
負
け
な
い
く
ら
い
の
早
口
で
「
相
手
よ
り
い

つ
も
先
に
続
け
よ
う
」
と
返
し
ま
す
。
早
口
で
暗
誦

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
暗
記
し
て
い
る
証
拠
で
す
。

２
　
挨
拶
の
意
義
を
問
う
聞
き
方

朝
の
児
童
昇
降
口
。
児
童
会
の
子
ど
も
た
ち
が
挨

拶
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
朝
の
会
で
挨
拶
の
様
子

を
聞
き
ま
す
。

一
見
す
る
と
聞
き
方
に
違
い
が
な
い
よ
う
に
思
え
ま

す
。
要
す
る
に
挨
拶
を
「
さ
れ
た
か
」「
し
た
か
」
の

違
い
で
す
。

「
②
」
は
自
分
か
ら
進
ん
で
挨
拶
を
し
た
か
ど
う

か
を
聞
い
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
子
ど
も
た
ち
は

「
挨
拶
を
し
た
」
と
誇
ら
し
気
に
挙
手
す
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
自
分
か
ら
挨
拶
を
す
る
こ

と
だ
け
が
大
事
な
の
だ
と
誤
っ
た
解
釈
を
し
て
し
ま
い

ま
す
。
挨
拶
を
し
た
段
階
で
完
結
し
て
し
ま
う
の
で

す
。
挨
拶
は
自
分
の
た
め
に
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。私

な
ら
「
①
」
で
す
。

挨
拶
を
返
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
自
分
の
挨
拶

を
相
手
に
認
識
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
一

番
挨
拶
を
返
し
て
も
ら
っ
た
Ｃ
君
に
聞
き
ま
す
。

「
気
持
ち
の
い
い
挨
拶
を
返
し
て
く
れ
た
の
は
誰
？
」

「
Ｄ
君
で
す
」

Ｄ
君
は
意
外
な
表
情
を
浮
か
べ
ま
す
。
自
分
は
普

通
に
挨
拶
を
し
た
だ
け
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｃ

君
が
評
価
し
て
く
れ
た
か
ら
で
す
。

「
よ
か
っ
た
ね
、
Ｄ
君
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
上
手
な

挨
拶
が
で
き
た
の
？
」

Q2

教師の腕前が試される、学級経営のひとくふう。
ベテラン先生によるケーススタディです。
こんな時、あなたならどうしますか？

気
持
ち
の
い
い
挨
拶
を
続
け
る
に
は
、

ど
ん
な
聞
き
方
を
し
ま
す
か
。

①
　
何
人
に
挨
拶
を
さ
れ
ま
し
た
か
？

②
　
何
人
に
挨
拶
を
し
ま
し
た
か
？
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