
 

子 こ 

ど 

も 

報 ほ
う 

徳 と
く 

訓 く
ん 

  
 

私
わ
た
し

た
ち
の
故
郷

ふ
る
さ
と

豊
頃

と
よ
こ
ろ

は
、
二
宮

に
の
み
や

尊 そ
ん

徳 と
く

先
生

せ
ん
せ
い

の
「
報
徳

ほ
う
と
く

の
お
し
え
」 

 
 

を
受
継
い
だ

う
け 

つ

孫 ま
ご

の
尊 そ

ん

親 し
ん

先
生

せ
ん
せ
い

の
精
神

せ
い
し
ん

が
根 ね

づ
い
て
い
る
町 ま

ち

で
す
。 

私
わ
た
し

た
ち
は
、
そ
の
「
報
徳

ほ
う
と
く

の
お
し
え
」
や
開
拓

か
い
た
く

の
偉
業

い
ぎ
ょ
う

に
学 ま

な

び
、 

幸 し
あ
わ

せ
な
社
会

し
ゃ
か
い

を
つ
く
り
豊 ゆ

た

か
な
未
来

み

ら

い

を
築 き

ず

き
ま
す
。 

  
 
  

一 

真
心

ま
ご
こ
ろ

を
も
ち
、
明 あ

か

る
い
人 ひ

と

に
な
り
ま
す 

 
 

 
（
至
誠

し

せ

い

） 

 
 
  

一 
 

進 す
す

ん
で

働
は
た
ら

き 

努
力

ど
り
ょ
く

す
る
人 ひ

と

に
な
り
ま
す 

  

（
勤
労

き
ん
ろ
う

） 

 
 
  

一 

よ
く

考
か
ん
が

え 

き
ま
り
を
守 ま

も

る
人 ひ

と

に
な
り
ま
す 

（
分
度

ぶ

ん

ど

） 

 
 
  

一 

ゆ
ず
り
合 あ

い 

助
け
合

た
す     

あ

う
人 ひ

と

に
な
り
ま
す 

  

（
推 す

い

譲
じ
ょ
う

） 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
二
三
年 

一
月
二
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
二
三
年 

二
月
一
六
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子
ど
も
教
育
委
員
会 

決
定
） 

 

 

豊
頃
町
教
育
委
員
会 

制
定
） 



  

《
前
文
に
つ
い
て
》 

 

「
子
ど
も
報
徳
訓
」
の
前
文
に
、
本
町
は
、
不
屈
の
精
神
で
入
植
し
た
先
人
や
祖
父
二
宮
尊
徳
の
「
報
徳
の
お
し
え
」
を

受
継
い
だ
二
宮
尊
親
が
、
移
住
民
（
興
復
社
）
を
率
い
て
開
拓
を
進
め
た
町
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
開
拓
精
神
や
「
報
徳

の
お
し
え
」
を
大
切
に
し,

受
継
ぎ
学
び
、
子
ど
も
達
の
将
来
や
社
会
の
発
展
の
た
め
に
活
か
す
大
切
さ
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。 

 

・「
報
徳
の
お
し
え
」
と
は
、
二
宮
尊
徳
の
「
報
徳
訓
」
や
道
歌
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
全
体
を
指
し
た
も
の
で
す
。 

 

・「
偉
業
」
と
は
、
困
難
な
大
仕
事
な
ど
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
指
し
ま
す
。
草
木
が
お
お
い
茂
る
原
野
を
、
今
か
ら
考
え

る
と
鍬
な
ど
の
粗
末
な
農
具
を
使
っ
て
開
墾
す
る
に
は
、
想
像
を
絶
す
る
大
変
な
労
力
が
あ
り
ま
し
た
。 

《
本
文
に
つ
い
て
》 

 

○
真
心
を
も
ち
、
明
る
い
人
に
な
り
ま
す 
（至
誠
）  

～ 

意
味
と
解
説 

 
 

至
誠
と
は
、「
ま
こ
と
」「
真
心
」「
ひ
た
む
き
に
」
な
ど
の
意
味
を
も
ち
、
「
陰
日
な
た
な
く
ま
じ
め
に
生
き
る
こ
と
」

で
す
。
尊
徳
は
、「
報
徳
四
綱
領
」
の
中
で
も
、
こ
の
至
誠
を
特
に
大
切
に
し
、
他
の
綱
領
の
基
に
な
る
も
の
と
考
え
ま

し
た
。 

 

・「
真
心
」
と
は
、「
嘘
や
偽
り
の
な
い
本
当
の
心
の
こ
と
」
で
、
至
誠
の
意
味
の
中
で
も
中
心
に
な
る
も
の
で
す
。
自
分

に
真
心
が
な
い
と
、
考
え
や
行
動
な
ど
は
他
の
人
に
は
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
他
の
人
の
真
心
も
感
じ
る
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。
自
分
に
と
っ
て
も
他
の
人
に
と
っ
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。 

 

・「
明
る
い
」
と
は
、「
嘘
や
偽
り
の
な
い
」
こ
と
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
心
の
中
に
わ
だ
か
ま
り
が
あ
る
と
、「
明
る
く
」

な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
き
ち
ん
と
自
分
の
心
と
向
き
合
っ
て
、
考
え
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

○
進
ん
で
働
き
、
努
力
す
る
人
に
な
り
ま
す 

（勤
労
） 

～ 

意
味
と
解
説 

 
 

勤
労
と
は
、「
ま
じ
め
に
一
生
懸
命
に
働
く
こ
と
」
で
す
。
尊
徳
は
、
自
然
の
恵
み
や
様
々
な
徳
に
報
い
る
た
め
に
も
、

勤
労
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
説
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
た
だ
働
く
の
で
は
な
く
、
目
標
（
志
な
ど
）
を
も
っ
て
計
画
的

に
働
く
こ
と
を
大
切
に
し
ま
し
た
。 

 

・「
進
ん
で
働
き
」
と
は
、
自
分
の
徳
を
活
か
し
様
々
な
徳
に
報
い
る
た
め
に
、
目
標
（
志
な
ど
）
を
も
ち
問
題
や
課
題
を

解
決
す
る
よ
う
に
、
社
会
（
学
校
・
家
庭
）
な
ど
で
進
ん
で
学
び
働
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

・「
努
力
す
る
人
」
と
は
、
些
細
な
こ
と
も
疎
か
に
し
な
い
で
、
小
さ
な
も
の
を
少
し
ず
つ
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
の
大
切

さ
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

○
よ
く
考
え
、
き
ま
り
を
守
る
人
に
な
り
ま
す 

（分
度
） 

～ 

意
味
と
解
説 

 
 

分
度
と
は
、「
は
か
り
分
け
る
こ
と
」
で
す
。
尊
徳
は
、
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
決
め
ら
れ
た
天
分
（
性
別
・
人
種
な
ど
）
と

努
力
や
鍛
え
る
こ
と
で
高
ま
る
天
分
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
天
分
を
十
分
に
活
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い

く
か
と
い
う
度
合
い
を
決
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
説
き
ま
し
た
。 

 

・「
よ
く
考
え
」
と
は
、
自
分
の
天
分
（
条
件
な
ど
）
を
よ
く
知
り
、
そ
の
中
で
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
、
伸
ば
し
た
い
こ

と
、
す
る
べ
き
こ
と
な
ど
を
決
め
、
ど
う
す
る
と
そ
れ
が
達
成
で
き
る
か
を
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

・「
き
ま
り
を
守
る
人
」
と
は
、
自
分
で
決
め
た
分
度
を
実
行
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
人
と
の
決
ま
り
や
約
束
な

ど
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

○
ゆ
ず
り
合
い
、
助
け
合
う
人
に
な
り
ま
す 

（推
譲
） 

～ 

意
味
と
解
説 

 
 

推
譲
と
は
、「
譲
る
こ
と
」
で
す
。
尊
徳
は
、
１
年
間
の
生
活
で
余
っ
た
お
金
を
、
自
分
の
将
来
や
子
孫
の
た
め
に
蓄
え

る
こ
と
（
自
譲
）
と
、
他
人
や
社
会
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
（
他
譲
）
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
ま
し
た
。
こ
の
考
え

は
、
お
金
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
相
互
の
ゆ
ず
り
合
い
や
自
然
へ
の
思
い
や
り
な
ど
の
広
い
意
味
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

・「
ゆ
ず
り
合
い
」
と
は
、
生
活
す
べ
て
の
中
で
、
他
の
人
や
自
然
を
よ
く
理
解
し
て
、
思
い
や
り
の
心
な
ど
を
も
ち
、
と

も
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

・「
助
け
合
う
」
と
は
、
言
葉
の
通
り
に
助
け
合
う
こ
と
で
す
。
人
間
相
互
の
助
け
合
い
だ
け
で
な
く
、
自
然
か
ら
多
く
の

恵
み
が
も
た
ら
さ
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、
感
謝
し
な
が
ら
自
然
の
摂
理
な
ど
を
踏
ま
え
、
よ
り
よ
く
働

き
か
け
て
生
活
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
な
こ
と
で
す
。 

《
子
ど
も
報
徳
訓
の
精
神
》 

 

 

「
報
徳
訓
」
は
、
尊
徳
が
子
ど
も
の
頃
の
不
遇
な
境
遇
を
克
服
す
る
よ
う
に
働
き
勉
強
し
た
こ
と
が
基
に
な
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
す
。
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
大
切
に
し
、
自
分
か
ら
進
ん
で
様
々
な
勉
強
や
活
動
（
体
験
）
を
し
て
、
自
分
の
生

き
て
い
く
力
や
糧
な
ど
を
学
び
と
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
長
に
基
づ
い
て
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。 

（「子
ど
も
報
徳
訓
」解
説
） 


