
校長のつぶやき            2021年 4月 28日 

                                    

本
来
な
ら
四
月
十
九
日
に
、
「
鯉
の
ぼ
り
を
揚
げ

る
式
」
を
行
う
は
ず
で
し
た
。
例
年
、
各
学
年
Ａ
組

の
白
の
一
番
後
ろ
の
児
童
、
計
六
名
が
屋
上
に
上
が

り
、
校
務
員
さ
ん
の
お
力
を
お
借
り
し
て
、
鯉
の
ぼ

り
を
揚
げ
、
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
児
童
・
教
職
員
皆
で
、

「
屋
根
よ
り
高
い
～
♬
」
と
、
鯉
の
ぼ
り
の
歌
を
歌

っ
て
い
ま
し
た
。
薫
風
の
中
、
空
に
泳
ぐ
鯉
の
ぼ
り

を
見
て
、
皆
笑
顔
に
な
っ
た
も
の
で
す
。 

 

今
年
も
そ
れ
が
実
施
で
き
ず
…
。
そ
こ
で
二
十
六

日
の
朝
か
ら
、
校
務
員
さ
ん
に
鯉
の
ぼ
り
を
揚
げ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。月
曜
の
オ
ン
ラ
イ
ン
朝
礼
で
は
、

子
ど
も
た
ち
に
、鯉
の
ぼ
り
の
話
を
い
た
し
ま
し
た
。 

  

鯉
の
ぼ
り
を
揚
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
今
か

ら
四
百
年
以
上
前
の
江
戸
時
代
の
頃
か
ら
。
最
初
は

黒
い
真
鯉
一
匹
だ
け
の
鯉
の
ぼ
り
で
し
た
。
（
確
か

に
歌
川
広
重
の
浮
世
絵
に
は
、
真
鯉
一
匹
の
鯉
の
ぼ

り
が
、
江
戸
の
空
を
悠
々
と
泳
い
で
い
る
姿
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
）
そ
も
そ
も
、
何
で
「
鯉
」
な
の
か
。 

こ
れ
は
、
中
国
は
黄
河
上
流
、
竜
門
山
か
ら
流
れ
る

川
を
登
り
き
っ
た
魚
は
竜
に
な
る
と
い
う
言
い
伝
え

が
あ
り
、
そ
の
急
流
を
登
り
き
っ
た
の
は
唯
一
鯉
だ

け
だ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

 

そ
こ
か
ら
、
竜
に
「
出
世
」
し
た
鯉
の
強
さ
に
あ

や
か
り
た
い
と
、
「
鯉
」
を
揚
げ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
訳
で
す
。
ち
な
み
に
、
「
登
竜
門
」
と
い
う

言
葉
は
、
こ
こ
か
ら
出
た
言
葉
で
す
。 

 
 

最
初
は
真
鯉
一
匹
の
鯉
の
ぼ
り
で
し
た
が
、
だ
ん

だ
ん
派
手
に
な
り
、
何
匹
も
の
鯉
が
泳
ぐ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
鯉
の
ぼ
り
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
ポ

ー
ル
の
一
番
上
に
は
、
ボ
ー
ル
の
よ
う
な
丸
い
も
の

が
。
こ
れ
は
、
こ
の
下
に
は
子
ど
も
が
い
ま
す
。
お

守
り
く
だ
さ
い
と
い
う
し
る
し
。
丸
い
物
の
下
の 

「
矢
車
」
は
八
本
の
矢
の
デ
ザ
イ
ン
の
風
車
。
四
方

八
方
か
ら
の
魔
物
を
防
ぐ
「
魔
よ
け
」
。
真
鯉
の
上

の
ひ
ら
ひ
ら
し
た
も
の
は
、
「
吹
き
流
し
」
。 

昔
か
ら
の
色
は
、
「
青
・
赤
・
黄
・
白
・
黒
」
で
、

こ
れ
は
竜
が
嫌
う
色
。
鯉
が
竜
に
食
べ
ら
れ
な
い
よ

う
に
と
い
う
魔
よ
け
の
一
つ
で
す
。 

結
局
、
鯉
の
ぼ
り
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、
病
気
な

ど
の
「
魔
物
」
に
取
り
つ
か
れ
る
こ
と
な
く
、
元
気

に
す
く
す
く
と
成
長
し
て
、
立
派
な
大
人
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
の
願
い
を
込
め
て
、
揚
げ
て
い
る
と
い
う

訳
な
の
で
す
ね
。 

 
 

鯉
の
ぼ
り
→
こ
ど
も
の
日
と
言
え
ば
、「
柏
餅
」
。

「
柏
」
と
い
う
字
は
、
「
き
へ
ん
」
に
「
白
」
。
白

は
、
ド
ン
グ
リ
の
よ
う
な
実
を
表
し
ま
す
。
柏
の
木

に
は
確
か
に
、ド
ン
グ
リ
の
よ
う
な
実
が
な
り
ま
す
。 

 

柏
の
葉
は
古
く
な
っ
て
も
茶
色
く
な
っ
た
ま
ま
木

に
残
り
、
新
し
い
緑
の
葉
が
出
て
か
ら
落
ち
る
と
い

う
性
質
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
家
が
代
々
続
い

て
い
く
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、
お
餅
に
巻
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
手
が
べ
た
べ
た
し
な
い

よ
う
に
と
か
、
柏
の
葉
に
含
ま
れ
る
「
オ
イ
ゲ
ノ
ー

ル
」
と
い
う
成
分
が
、
お
餅
を
腐
り
に
く
く
し
て
い

る
と
い
う
、
実
用
の
面
で
も
役
立
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
伝
え
ま
し
た
。 

 

柏
の
葉
は
、
ツ
ル
ツ
ル
し
て
緑
が
濃
い
方
が
表
。

ザ
ラ
ザ
ラ
し
て
葉
脈
が
目
立
ち
、
白
っ
ぽ
く
見
え
る

方
が
裏
。 

 

裏
が
見
え
る
よ
う
に
包
ん
で
あ
る
柏
餅
に
は
、
小

豆
あ
ん
が
、
表
の
ツ
ル
ツ
ル
し
た
方
が
見
え
る
よ
う

に
巻
い
て
あ
る
柏
餅
に
は
、
み
そ
あ
ん
が
入
っ
て
い

る
は
ず
。
店
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、

昔
か
ら
続
く
お
店
は
、
こ
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
る

よ
う
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

も
う
す
ぐ
ハ
ー
フ
タ
ー
ム
ホ
リ
デ
ー
が
始
ま
り
ま

す
。
今
年
の
休
み
は
ど
こ
か
へ
出
か
け
る
こ
と
は
難

し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
近
く
の
公
園
で
気
に
な
る

木
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
漢
字
を
調
べ
て
み
る
。
柏
餅

を
食
べ
比
べ
し
て
、
お
店
の
人
に
葉
の
表
・
裏
の
件

を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
み
る
。 

「
鯉
」
の
よ
う
に
「
さ
か
な
へ
ん
」
の
付
く
漢
字

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
魚
を
食
べ
た
ら
、
そ
の
漢

字
を
調
べ
て
み
る
と
、
ギ
ョ
ッ
と
す
る
よ
う
な
字
に

出
合
う
こ
と
も
あ
る
と
、
お
話
し
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
「
柏
」
に
よ
く
似
た
「
栢
」
と
い
う
字
、

何
と
読
む
の
か
と
も
質
問
し
ま
し
た
。 

よ
～
く
見
て
み
る
と
、
身
の
回
り
に
も
研
究
テ
ー

マ
と
い
う
も
の
は
、無
数
に
あ
る
も
の
な
の
で
す
ね
。 
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