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「
時
を
守
り
、
場
を
清
め
、
礼
を
正
す
」

学
校
長

真
城
義
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「
時
を
守
り
、
場
を
清
め
、
礼
を
正
す
。
こ
れ
現
実
界
に
お
け
る
再
建
の
三
大
原
則
に
し
て
、
い
か
な

る
時
・
処
に
も
当
て
は
ま
る
べ
し
」
と
は
、
愛
知
県
出
身
の
哲
学
者
で
教
育
者
の
森
信
三
先
生
の
『
学
校

職
場
の
再
建
三
原
則
』
で
あ
り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
、
社
会
生
活
を
す
る
私
た
ち
の
必
須
の
原
則
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
敬
意
」
「
尊
重
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
「
時
を
守
る
」
で
す
が
、
私
た
ち
の
社
会
は
「
時
」
を
共
有
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
共
有
す
る
時
間
を
尊
重
す
る
こ
と
で
す
。
相
手
や
全
体
の
時
間
を
尊
重
し
、
約
束
の
時
間
に
遅
れ
な

い
。
万
一
遅
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
必
ず
事
前
に
連
絡
す
る
。
信
頼
関
係
を
築
く
基
礎
で
す
。

商
売
の
世
界
で
も
「
遅
刻
す
る
セ
ー
ル
ス
マ
ン
か
ら
買
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
る
そ
う
で
す
。
授

業
や
行
事
や
試
合
な
ど
、
開
始
の
少
し
前
に
は
心
身
を
整
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ン
を
最
高
に
し
て
、
全
力
投
球
の
た
め
で
す
。

ま
た
、
時
間
を
大
切
に
使
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
毎
日
二
十
四
時
間

余
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
自
分
は
ど
う
使
う
の
か
。
限
ら
れ
た
中
で
、
や
る
べ
き
こ
と
の
優
先
順
位

を
ど
の
よ
う
に
つ
け
る
の
か
。
睡
眠
や
自
己
回
復
の
た
め
の
時
間
が
必
要
で
す
。
期
限
の
決
ま
っ
た
な
す

べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
年
、
研
修
旅
行
で
訪
れ
た
韓
国
の
交
流
先
の
高
校
で
、
自
習
室
の
壁
に
こ
ん

な
落
書
き
が
あ
り
ま
し
た
。「
今
こ
こ
で
眠
る
と
夢
を
見
る
。
眠
ら
ず
努
力
す
る
と
夢
が
実
現
す
る
」
と
。

家
族
が
寝
静
ま
っ
た
深
夜
に
黙
々
と
勉
強
す
る
の
は
、
「
学
問
の
さ
び
し
さ
に
堪
へ
炭
を
つ
ぐ
」
と
い
う

山
口
誓
子
の
句
を
思
い
出
し
ま
す
が
、
目
標
達
成
の
た
め
に
、
今
自
分
は
こ
の
時
間
を
い
か
に
使
う
か
、

考
え
ま
し
ょ
う
。

「
場
を
清
め
る
」
と
は
、
ま
ず
「
場
」
に
敬
意
を
払
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
生
活
の
一
切
は
、
ど
ん

な
場
面
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
支
え
ら
れ
て
成
立
し
て
い
ま
す
。
黙
っ
て
私
た
ち
の
「
生
き
る
」
を
支
え

包
み
案
じ
応
援
し
て
下
さ
っ
て
い
る
何
か
が
あ
り
ま
す
。
人
生
の
先
輩
方
は
そ
れ
を
「
お
か
げ
さ
ま
」
と

大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
寺
社
の
境
内
や
学
校
、
ま
た
そ
の
中
で
も
本
校
の
講
堂
の
よ
う
な
大
切
な
場
の

出
入
り
に
は
、
必
ず
一
礼
を
す
る
こ
と
を
習
慣
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

具
体
的
に
は
、
施
設
・
設
備
等
を
丁
寧
に
使
い
、
後
片
付
け
し
清
掃
す
る
。
席
を
立
っ
た
ら
椅
子
を
入

れ
る
。
履
き
物
を
脱
い
だ
ら
必
ず
揃
え
る
。
次
に
使
う
人
の
気
持
ち
よ
さ
も
想
像
し
よ
う
。
ま
た
掃
除
し

な
が
ら
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
心
を
磨
き
武
芸
の
本
質
を
極
め
る
に
あ
た
っ
て
、

掃
除
が
い
か
に
重
要
か
は
古
来
多
く
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
足
下
の
ゴ
ミ
を
拾
え
な
い
で
何
の
実

践
も
あ
り
ま
せ
ん
。
鏡
を
磨
く
と
自
分
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
、
場
を
清
め
る
の
は
、
心
を
清
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
場
の
空
気
を
よ
く
す
る
た
め
に
何
が
で
き
る
か
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
道
具
を
粗
末
に

扱
う
人
は
決
し
て
一
流
に
は
な
れ
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。

「
礼
を
正
す
」
は
、
身
を
正
し
て
礼
を
尽
く
す
こ
と
で
す
。
挨
拶
を
す
る
。
さ
れ
て
か
ら
で
は
な
く
、

自
分
か
ら
相
手
に
聞
こ
え
る
声
で
、
相
手
が
気
持
ち
よ
く
な
る
挨
拶
を
す
る
。
返
事
を
す
る
。
呼
ば
れ
た

ら
、
は
っ
き
り
と
「
は
い
」
と
返
事
を
す
る
。
ど
ち
ら
も
、
相
手
を
認
め
大
切
に
接
し
て
い
る
と
の
表
明

で
す
。
校
訓
「
相
互
敬
愛
」
の
具
体
的
実
践
で
す
。
距
離
感
を
考
え
相
手
の
身
に
な
っ
て
、
嫌
な
こ
と
不

快
な
こ
と
は
慎
み
、
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
遣
い
と
身
だ
し
な
み
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

ス
ポ
ー
ツ
、
特
に
武
道
で
は
、
何
よ
り
も
礼
が
重
ん
じ
ら
れ
ま
す
。
ル
ー
ル
を
守
り
、
思
い
や
り
を
も

ち
、
品
格
の
あ
る
立
居
振
舞
い
は
人
間
と
し
て
の
魅
力
を
高
め
、
一
層
上
達
に
向
か
い
ま
す
。

慣
れ
て
横
着
に
な
る
と
、
鈍
く
な
り
ま
す
。
謙
虚
に
接
す
る
と
い
っ
ぱ
い
吸
収
で
き
ま
す
。
世
界
に
通

用
す
る
人
た
ち
に
共
通
す
る
の
が
謙
虚
さ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
弟
子
の
準
備
が
で
き
る
と
師
が

現
れ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
『
無
量
寿
経
』
に
も
弟
子
の
阿
難
が
釈
尊
に
対
し
て
礼
を
正
す
こ
と
で
、

心
を
受
け
入
れ
状
態
に
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
三
つ
の
基
本
原
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
重
な
り
合
っ
て
い
ま
す
。
時
を
守
る
の
も
場
を
清
め
る
の

も
礼
を
正
す
こ
と
で
す
。
謙
虚
に
な
っ
て
礼
を
尽
く
す
人
こ
そ
が
成
長
を
実
感
し
、
感
謝
と
喜
び
の
、
そ

し
て
感
謝
さ
れ
喜
ば
れ
る
人
生
を
歩
む
の
で
し
ょ
う
。


