
昭
和
も
一
ケ
タ
時
代
の
嘉
瀬
小
学
校
春
季
運
動
会
は
旧
暦
四
月
八
日
に
開
催
さ
れ

る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
年
に
よ
っ
て
は
金
木
の
観
桜
会
の
期
間
と
か
ち
あ
い
肌
寒
い

日
で
も
あ
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
年
の
連
動
会
の
、
あ
る
親
子
の
会
話
を
綴
っ
て
み
た
い
。
子
供
達
に

と
っ
て
は
運
動
会
の
う
ち
で
も
っ
と
も
楽
し
い
昼
飯
の
時
間
帯
に
な
っ
て
き
た
。
子

供
は
父
の
腰
に
ま
と
わ
り
つ
き
な
が
ら
、
子
「
ア
ヤ
早
ぐ
目
ン
玉
食
う
べ
し
」

父
「
も
う
少
し
マ
ジ
ナ
ガ
。
い
ま
昼
休
み
に
な
る
は
で
」

ソ

神
楽
、
虫
祭
、
宵
宮
、
お
盆
典
の
他
の
祭
礼
や
祝
い
ご
と
に
も
頼
ま
れ
て
踊
り
獅
子

舞
大
会
も
度
々
あ
っ
た
。

娯
楽
に
乏
し
か
っ
た
昔
の
鰹
村
で
は
獅
子
踊
り
を
見
る
の
が
唯
一
の
楽
し
み
で
あ

っ
た
。
衣
顛
に
乏
し
か
っ
た
昔
は
古
い
着
物
を
ほ
ど
き
、
洗
い
張
り
し
て
天
気
の
良

い
日
は
張
り
板
を
立
て
て
、
糊
を
つ
け
布
地
を
干
し
た
の
が
良
く
見
か
け
た
も
の
だ
。

八
～
十
尺
程
の
一
枚
板
に
脚
を
付
け
た
物
で
糊
に
付
け
た
布
地
を
貼
る
の
で
あ
る
。

洗
い
張
り
が
済
む
と
「
ジ
ョ
バ
打
ち
Ⅱ
砧
」
を
す
る
。
聞
く
糊
づ
け
し
た
布
地
を
「
ジ

ョ
バ
」
に
乗
せ
て
「
ジ
ョ
バ
槌
」
で
打
つ
。
月
夜
の
晩
に
前
庭
で
娘
達
が
「
ジ
ョ
バ

打
ち
」
を
す
る
音
が
遠
く
か
ら
聞
え
て
く
る
が
、
若
者
達
は
音
に
誘
わ
れ
集
っ
て
き

て
「
ジ
ョ
バ
打
ち
」
を
手
伝
う
が
、
若
者
達
は
娘
等
を
か
ら
か
う
の
が
目
的
だ
っ
た
。
こ
の

頃
は
冬
に
備
え
て
の
馬
柵
の
干
草
刈
り
に
忙
し
く
、
秋
の
内
に
乾
燥
さ
せ
、
家
に
運

ぶ
の
も
女
が
手
伝
う
仕
郡
だ
っ
た
か
ら
大
抵
は
「
ジ
ョ
バ
打
ち
」
は
夜
の
作
業
だ
っ
た
。

ハ

明
治
か
ら
昭
和
初
期
迄
は
男
は
ワ
ラ
ジ
、
女
は
ア
シ
タ
カ
を
穿
き
、
ボ
ド
を
着
て

手
甲
と
脚
絆
を
付
け
仕
邪
を
し
た
。
溌
瀬
で
は
刈
取
っ
た
稲
は
全
部
島
立
乾
燥
で
あ

っ
た
。
約
二
週
間
位
脇
立
を
慨
き
其
れ
か
ら
稲
乳
穂
を
一
週
間
～
十
日
位
穂
ん
で
、

乾
燥
さ
せ
、
稲
蕊
が
乾
く
と
人
の
背
や
馬
の
背
で
家
ま
で
連
び
稲
こ
き
を
は
じ
め
る
。

脱
穀
機
が
艇
か
つ
た
時
代
は
「
セ
ン
コ
キ
」
で
脱
穀
し
た
。
其
の
あ
と
籾
押
し
棒
で

叩
き
、
籾
と
屑
と
を
分
離
し
、
籾
通
し
で
籾
と
蕊
屑
と
分
け
、
さ
ら
に
唐
糞
に
掛
け

ア
オ

て
「
シ
ダ
」
と
族
を
飛
ば
し
た
。
唐
箕
が
無
か
っ
た
時
代
は
箕
で
い
ち
い
ち
煽
っ
た

と
言
う
。
こ
う
し
て
六
斗
入
れ
の
籾
俵
に
詰
め
る
が
寒
い
時
節
な
の
で
手
や
足
な
ど

に
大
き
な
「
ヒ
ビ
」
が
切
れ
、
手
に
は
「
マ
メ
」
が
沢
山
出
来
た
。
挨
が
立
ち
の
で

側
も
弊
も
口
も
挨
だ
ら
け
、
こ
の
籾
を
摺
臼
（
ス
ル
ス
）
に
か
け
る
。
摺
臼
は
繩
を

付
け
て
引
く
が
手
木
を
付
け
、
押
し
た
り
引
い
た
り
し
て
籾
を
摺
る
。
籾
の
乾
燥
が

悪
い
と
ク
ダ
ケ
米
が
出
る
。
こ
う
し
て
玄
米
に
し
て
か
ら
米
搗
き
を
し
て
白
米
に
し

カ
ョ
イ

商
家
で
は
農
家
の
人
々
に
通
帳
で
商
品
を
売
っ
た
り
し
た
の
で
一
年
分
の
勘
定
の

月
で
も
あ
っ
た
。

十
二
日
は
山
の
神
で
、
山
に
関
係
の
あ
る
人
々
は
仕
事
を
休
み
仕
事
に
使
っ
た
道
具

は
一
ｎ
中
休
ま
せ
、
山
の
神
の
掛
軸
を
飾
り
十
二
日
に
つ
な
ん
で
十
二
個
の
鏡
餅
や

生
魚
、
お
神
酒
を
供
え
、
神
棚
に
は
「
シ
ト
ギ
」
を
供
え
て
酒
を
飲
ん
で
一
日
中
休
ん
だ
。

冬
至
は
一
年
中
で
昼
が
一
番
短
く
、
夜
は
一
番
長
い
日
だ
。

昔
か
ら
「
か
ぼ
ち
ゃ
」
を
食
べ
る
と
中
風
に
罹
ら
な
い
と
さ
れ
、
今
で
も
、
冬
至

に
「
か
ぼ
ち
ゃ
」
を
食
べ
る
風
習
が
あ
る
。
冬
至
が
過
ぎ
る
と
愈
々
正
月
だ
が
農
家

は
こ
う
し
て
難
渋
と
苦
楽
で
一
年
を
過
ご
し
、
又
、
新
し
い
年
を
迎
え
る
が
、
生
き

る
為
に
は
必
至
で
頑
張
り
抜
き
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

尚
、
こ
の
稿
を
綴
る
に
当
り
老
人
ク
ラ
ブ
の
皆
様
の
御
協
力
を
得
た
事
を
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

運
動
会

木
立
久
二

タ
ニ
シ

○
昭
和
五
十
年
代
に
入
っ
て
業
者
が
企
業
と
し
て
人
を
雇
い
田
螺
の
採
集
に
乗
り
出

し
、
津
軽
の
溜
池
等
か
ら
一
時
姿
を
消
し
た
が
、
今
ま
た
繁
殖
し
て
昔
ほ
ど
で
も
な

い
が
、
た
に
し
の
群
棲
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
田
舎
の
自
然
の
形
と
し
て

好
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

遥
奮

子
「
ア
ャ
ワ
早
ぐ
食
て
じ
や
」

父
「
も
ワ
ン
チ
カ
マ
ジ
ナ
ガ
テ
」

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
昼
休
み
の
鐘
が
、
ガ
ラ
ン
、
ガ
ラ
ン
と
鳴
り
響
き
学

童
達
は
ワ
ア
ッ
と
親
が
陣
取
っ
て
い
る
場
所
に
か
け
よ
っ
て
普
段
は
食
べ
る
こ
と
の

な
い
卵
の
空
煮
や
、
巻
寿
し
等
た
ら
ふ
く
食
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
で
く
だ
ん
の
親
子
の
席
で
は

子
「
ア
ヤ
こ
の
目
ン
玉
め
い
ナ
ア
」

父
「
お
げ
し
ゃ
べ
れ
で
う
っ
て
か
な
が
」

こ
う
し
て
子
供
は
握
り
飯
し
を
ほ
お
ば
り
な
が
ら
、
父
は
に
ご
り
酒
を
チ
ビ
リ
、

チ
ビ
リ
と
や
り
な
が
ら
、
目
ン
玉
を
酒
の
お
か
ず
に
口
に
入
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
目
ン
玉
は
ツ
ブ
（
た
に
し
）
の
料
理
の
こ
と
で
、
貧
し
い
家
庭
の
最
高

の
、
そ
し
て
晴
れ
の
日
の
食
糧
で
あ
っ
た
の
だ
。
お
そ
ら
く
母
親
は
産
月
の
た
め
運

動
会
に
こ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

た
が
其
の
後
米
搗
き
は
水
車
が
出
来
利
用
し
た
と
言
う
。

セ
ン
コ
キ
時
代
に
は
稲
刈
も
結
束
も
素
手
で
や
る
の
で
両
手
の
指
は
ヒ
ビ
、
ア
カ

ギ
レ
だ
ら
け
で
傷
口
か
ら
は
血
を
吹
き
、
其
の
傷
口
に
飯
を
練
り
「
ソ
コ
デ
」
を
貼

る
見
る
も
無
残
な
有
り
様
で
今
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
難
儀
だ
っ
た
。
夜
な
べ
仕

事
は
火
の
気
の
無
い
「
ニ
ラ
Ⅱ
作
業
場
」
で
し
た
。
ア
マ
石
を
堀
っ
て
穴
を
あ
け

マ
ツ
ヤ
ニ

「
松
脂
」
に
火
を
つ
け
明
か
り
に
し
、
冬
は
囲
炉
裏
の
火
明
か
り
で
仕
事
を
し
た
。

行
灯
や
カ
ン
テ
ラ
は
菜
種
油
か
魚
油
を
使
い
、
そ
れ
も
女
達
が
針
仕
事
や
コ
ギ
ン
刺

し
の
時
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。

難
渋
し
た
稲
作
業
が
終
り
、
一
段
楽
し
た
農
家
で
は
稲
作
業
が
終
る
と
新
し
い

モ
チ
コ
メ

「
餅
米
」
で
「
マ
ワ
シ
餅
」
を
搗
く
習
わ
し
が
有
り
、
神
仏
に
供
え
て
か
ら
地
主
や

オ
モ
ダ
ツ

村
の
主
立
、
親
類
、
知
己
な
ど
に
回
し
て
歩
く
習
慨
が
あ
っ
た
。

ま
わ
し
餅
を
兼
ね
嫁
を
実
家
に
遊
び
に
や
っ
た
。
秋
の
ま
わ
し
餅
は
主
に
子
供
達

の
使
い
で
、
子
供
達
は
駄
賃
を
賛
う
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。

旧
十
月
五
日
か
ら
十
五
日
の
間
に
嘉
瀬
の
お
寺
（
妙
光
堂
）
で
は
十
夜
が
行
わ
れ

棚
家
の
婆
様
達
は
赤
飯
を
炊
き
、
お
寺
に
赤
飯
や
お
菓
子
な
ど
を
持
参
し
て
庵
主
の

お
経
を
聞
き
な
が
ら
、
お
逮
夜
を
し
た
が
今
で
は
十
夜
の
日
一
日
だ
け
と
な
っ
た
。

十
五
夜
が
過
ぎ
る
と
寒
い
秋
が
足
早
に
や
っ
て
来
て
、
日
中
で
も
火
が
恋
し
く
朝
は

職
が
一
面
に
見
え
る
。
天
気
の
良
い
日
を
選
ん
で
野
菜
の
収
穫
を
し
井
戸
端
や
川
、

澗
池
で
野
菜
を
洗
う
女
達
の
姿
が
見
え
る
。
長
い
長
い
冬
寵
り
の
暮
ら
し
な
の
で
、

ヒ
ボ
ジ
ケ

カ
ブ

何
処
の
家
で
も
四
斗
樽
や
大
き
い
桶
に
沢
庵
演
、
千
本
漬
、
夕
カ
ナ
、
ダ
イ
ナ
、
蕪
、

白
菜
な
ど
を
漬
け
る
。
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
と
樽
の
上
に
氷
が
張
り
、
氷
が
付
い
た

の
を
食
べ
る
の
も
格
別
な
味
が
す
る
。
昔
の
家
は
貧
弱
な
の
で
農
家
で
は
家
の
周
囲

を
雪
囲
い
す
る
。
冬
の
間
雪
の
吹
溜
り
で
往
来
が
出
来
な
く
な
る
か
ら
だ
。

タ
テ
マ
イ

十
二
月
は
小
作
人
達
は
地
主
に
年
貢
米
を
持
っ
て
行
く
が
、
地
主
の
家
で
は
年
貢

米
を
持
っ
て
行
っ
た
小
作
人
に
酒
を
振
舞
っ
て
接
待
す
る
。

そ
の
子
も
今
健
在
で
あ
れ
ば
還
暦
を
過
ぎ
て
五
つ
六
つ
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
当
時
の
湿
田
の
田
ン
ボ
に
は
ツ
ブ
は
い
っ
ぱ
い
棲
息
し
て
い
た
。
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愛
郷
会
に
つ
い
て
何
か
謀
け
と
小
山
内
嘉
一
郎
君
と
秋
元
惣
之
進
君
の
注
文
で
あ

る
。

半
世
紀
を
経
た
会
の
足
跡
を
振
り
返
る
に
は
あ
ま
り
も
に
漠
た
る
記
憶
で
あ
る
。

人
会
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
若
い
日
の
思
い
出
が
あ
り
、
併
し
何
故
愛
郷
会
が
誕
生

し
た
か
を
想
う
時
、
そ
れ
な
り
の
時
代
背
景
が
あ
り
、
嘉
瀬
独
特
の
強
烈
な
土
地
の
匂

い
が
あ
っ
た
。

昭
和
十
年
八
月
降
り
続
く
豪
雨
で
部
落
の
西
方
二
粁
を
流
れ
る
旧
十
川
の
堤
防
二

ケ
所
と
南
側
を
流
れ
る
飯
詰
川
の
堤
防
も
同
じ
く
二
ケ
所
殆
ど
同
時
に
欠
壊
し
、
北

側
を
走
る
小
田
川
の
堤
防
も
欠
壊
し
、
ま
た
た
く
ま
に
部
落
の
西
方
一
面
は
一
大
湖

水
化
し
た
。

満
々
と
溢
れ
た
水
は
オ
シ
イ
バ
、
中
萢
、
雲
雀
野
、
竹
崎
と
洪
水
の
濁
流
と
な
り
、

耕
作
農
民
は
為
す
術
も
な
く
潅
然
と
十
日
以
上
湛
水
の
洪
水
の
湖
面
を
、
運
命
と
諦

観
し
て
そ
れ
を
じ
っ
と
眺
望
し
た
。

嘉
瀬
部
落
は
三
年
に
一
度
、
大
な
り
、
小
な
り
こ
の
種
洪
水
の
水
害
に
悩
ま
さ
れ
、

米
作
主
体
の
百
姓
に
は
そ
れ
が
ま
た
貧
乏
に
つ
な
が
る
災
害
地
帯
と
し
て
の
地
理
的

須
崎
さ
ん
は
炊
秘
の
仕
度
を
し
た
。
外
は
薄
暗
く
な
っ
た
。
私
は
堤
防
に
上
り
、

水
噛
を
み
た
。
遠
く
か
ら
ゴ
ー
ッ
と
い
う
音
が
し
て
水
際
は
や
は
り
ヒ
タ
ヒ
タ
と
岸

を
叩
い
て
い
る
。
手
を
の
ば
せ
ば
水
に
届
く
。
一
尺
ほ
ど
水
位
が
上
っ
た
。
堤
防
が

切
れ
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
不
安
に
な
る
。
旧
十
川
の
川
幅
が
こ
ん
な
に
広
く
な
っ
た

の
は
見
た
瓢
が
な
い
。

中
へ
入
っ
て
食
覗
を
し
た
が
、
味
は
わ
か
ら
な
い
。
食
事
後
三
人
で
暫
く
雑
談
を

し
た
が
、
時
折
ゴ
ー
ッ
と
聞
い
て
く
る
音
が
耳
に
つ
い
て
離
れ
な
い
。

須
崎
さ
ん
は
、
「
す
こ
し
機
に
な
っ
た
ら
巴
と
云
っ
て
毛
布
を
出
し
て
き
た
が
、

と
て
も
眠
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
十
一
時
過
ぎ
懐
中
屯
灯
を
つ
け
て
堤
防
に
上
が
っ

て
み
た
。
カ
ヤ
を
さ
し
て
印
を
つ
け
て
極
い
た
と
こ
ろ
を
見
た
ら
、
一
時
間
ほ
ど
前

に
見
た
時
と
同
じ
だ
。
逆
水
は
止
ま
っ
た
。
懐
中
晒
灯
で
水
面
を
照
ら
し
た
が
、
丸

い
輪
が
水
面
に
映
っ
た
だ
け
で
水
の
動
き
は
サ
ッ
パ
リ
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
ヒ

タ
ヒ
タ
と
い
う
音
は
何
時
か
止
ん
で
い
た
。
と
に
か
く
岩
木
川
の
水
位
が
下
が
っ
た

の
だ
ろ
う
。
ほ
っ
と
し
た
。
急
に
疲
れ
が
出
て
き
た
。
中
に
入
っ
て
「
逆
水
は
止
つ

た
よ
些
と
い
う
と
、
二
人
も
「
そ
ん
だ
が
、
よ
が
っ
た
な
ア
、
そ
ん
で
も
ま
だ
油
断

さ
れ
ね
な
些
と
云
っ
た
。
十
二
時
に
ま
た
水
位
を
見
た
。
二
～
三
寸
下
が
っ
て
い
る
。

枯
枝
を
川
に
投
げ
、
屯
池
で
照
ら
し
て
み
た
。
ゆ
っ
く
り
動
い
た
。
下
流
に
移
動
し

て
ゆ
く
の
を
見
て
、
こ
れ
で
助
か
っ
た
、
と
思
っ
た
。

蝋
も
出
来
な
い
。
私
も
泊
ま
る
覚
悟
を
し
た
。

水
が
引
く
。
」
と
云
っ
た
。
機
場
の
中
に
入
っ
て
ラ
ジ
オ
を
聞
い
た
。
目
屋
の
ダ
ム

も
放
流
さ
れ
た
と
い
う
し
、
岩
木
川
の
神
原
付
近
の
簸
高
水
位
に
な
る
の
は
夜
中
だ

ろ
う
と
推
定
さ
れ
た
。
岩
木
川
の
水
位
が
高
く
な
れ
ば
、
旧
十
川
へ
の
逆
水
が
更
に

高
く
な
る
。
堤
防
を
越
す
よ
う
に
な
れ
ば
欠
壊
も
予
想
さ
れ
る
。
飯
詰
川
左
岸
に
は

水
防
団
の
人
た
ち
が
土
俵
を
械
ん
で
い
る
の
が
遠
望
さ
れ
る
。
長
富
を
回
っ
て
帰
る

特
集
愛
郷
会

寺二三二三

三三三
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ｌ
金
木
の
旧
正
月

な
も
の
で
あ
っ
た
。

ヤ
ゲ
シ

せ
め
て
水
害
さ
え
な
け
れ
ば
と
い
う
水
田
条
件
は
、
家
岸
附
近
の
耕
地
は
当
時
の

旦
那
衆
達
の
所
有
地
で
あ
り
、
整
備
さ
れ
て
な
い
川
岸
近
く
の
耕
地
は
す
べ
て
貧
乏

百
姓
の
所
有
地
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
大
部
分
は
借
地
耕
地
で
あ
り
、
自
作
地
は

ほ
ん
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

ゴ
ウ
ク
ラ

郷
倉
が
生
ま
れ
た
の
も
必
然
の
自
営
手
段
だ
っ
た
。
冷
害
、
水
害
の
凶
作
に
備
え

る
百
姓
の
生
き
る
紐
は
郷
倉
だ
け
で
は
役
に
立
た
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
生
き
る

望
み
の
星
と
は
な
っ
た
。
郷
倉
破
り
事
件
は
明
治
の
終
わ
り
ご
ろ
起
こ
っ
た
青
森
県

で
は
稀
れ
な
嘉
瀬
に
あ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
先
祖
の
人
達
は
こ
の
事
件
に
連
座
し
、

当
時
の
官
権
に
追
わ
れ
、
命
の
糧
、
米
の
確
保
を
敢
え
て
そ
れ
を
つ
ら
抜
い
た
の
で

あ
る
。そ

の
郷
倉
も
大
正
の
飢
鯉
が
終
わ
っ
て
、
昭
和
の
初
め
頃
か
ら
、
空
っ
ぽ
に
な
り
、

昭
和
九
年
の
凶
作
の
年
な
ど
は
、
蕨
の
根
を
こ
の
空
っ
ぽ
の
倉
庫
で
叩
く
音
が
朝
か

ら
晩
ま
で
続
い
た
。
ク
ズ
粉
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
出
稼
ぎ
等
の
な
い
当
時
、
男
は

野
に
山
に
蕨
の
根
を
掘
り
、
女
達
は
根
を
叩
い
て
粉
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

「
金
木
の
旧
正
月
」
に
つ
い
て
は
、
そ
ん
な
特
殊
な
記
憶
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
中
一

学
校
に
は
い
っ
て
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
ち
か
く
、
金
木
で
旧
正
月
を
迎
え
た
こ
と
が

な
い
の
で
す
。
せ
わ
い
し
い
三
学
期
が
、
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
小
学
校
の
こ

ろ
の
記
憶
と
し
て
は
「
小
正
月
」
の
カ
パ
カ
パ
が
あ
り
ま
す
。

て
る
て
る
坊
主
の
よ
う
な
小
さ
な
紙
人
形
を
持
っ
て
、
よ
そ
の
家
へ
行
き
「
カ
パ
ー

カ
パ
に
し
て
来
し
て
え
」
と
い
う
と
、
三
角
の
白
い
飴
（
カ
ド
ア
メ
）
を
も
ら
え
る

の
で
す
。
校
長
は
、
や
が
て
こ
の
風
習
を
「
乞
食
（
こ
じ
き
）
の
ま
ね
だ
か
ら
」
と

言
っ
て
学
童
に
禁
止
さ
せ
ま
し
た
。
私
は
子
供
心
に
も
、
そ
の
校
長
を
偉
い
と
思
い
一

ま
し
た
。

（
月
刊
東
奥
昭
和
賜
・
２
月
号
）

休
憩
室
で
二
時
間
位
仮
眠
し
た
。
須
崎
さ
ん
も
秋
元
さ
ん
も
火
を
た
い
て
起
き
て

い
て
く
れ
た
。

濁
流
に
囲
ま
れ
た
旧
十
川
の
堤
防
の
小
屋
で
一
夜
を
明
か
し
た
経
験
は
、
何
時
ま

で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
川
の
想
い
出
で
あ
る
。

元
愛
郷
会
会
長
木
立
民
五

元
愛
郷
会
会
長
木
立
民
五
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