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「
去
年
ス
タ
ー
ト
し
た
校
内
外
清
掃
運
動
は
、
今
年

ま
す
ま
す
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
す
る
。
市
民
運
動
の
リ
ー

ダ
ー
と
協
力
す
る
シ
ス
テ
ム
も
で
き
て
、
汚
れ
き
っ

た
北
内
川
を
チ
ェ
ッ
ク
、
川
の
ス
ポ
ッ
ト
清
掃
に
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
続
け
、
近
在
住
民
か
ら
感
謝
さ
れ
る

パ
ワ
フ
ル
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
な
し
と
げ
た
。
ゴ

ミ
の
ト
ラ
ブ
ル
に
悩
む
住
民
か
ら
は
、
清
掃
用
グ
ッ

ズ
の
寄
付
が
あ
り
、
清
掃
運
動
は
さ
ら
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
の
パ
タ
ー
ン
を
ふ
や
し
、
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
は
か

る
方
針
だ
。
運
動
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
『
フ
ァ
イ
ト
・

ア
ン
ド
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
』」

お
断
り
し
て
お
く
が
、
こ
れ
は
架
空
の
記
事
だ
。

ど
こ
を
探
し
て
も
、
こ
う
い
う
記
事
は
な
い
。
な
い

け
れ
ど
も
、
こ
の
記
事
の
中
で
、
カ
タ
カ
ナ
で
書
か

れ
て
い
る
外
来
語
は
す
べ
て
、
実
際
の
「
学
校
だ
よ

り
」「
学
級
通
信
」
な
ど
で
私
が
拝
見
し
、
採
集
し

た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
採
集
し
て
み
る
と
、
か
な

り
の
数
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
い
い
た
く
て
あ
え
て

意
地
の
悪
い
記
事
を
創
作
し
た
。
ま
ず
そ
の
事
情
を

わ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

外
来
語
の
多
用
は
い
ま
や
、
世
の
趨
勢
だ
。
日
本

を
代
表
す
る
放
送
機
関
が
、
日
本
語
で
な
い
文
字
を

使
っ
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
称
し
て
い
る
。
日
本
を
代
表
す
る

農
業
団
体
が
Ｊ
Ａ
を
名
乗
り
、
日
本
を
代
表
す
る
鉄

道
の
会
社
が
Ｊ
Ｒ
を
名
乗
る
。
本
当
は
き
わ
め
て
異

常
な
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
異
常
と
思
え
な
く
な

っ
て
い
る
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
も
、
お
び
た
だ
し
い
数

の
外
来
語
を
世
間
に
ま
き
ち
ら
す
こ
と
に
加
担
し
て

い
る
。
そ
し
て
教
育
の
現
場
も
ま
た
、
世
の
趨
勢
に

染
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
私
は
危
機
感
を
持
つ
。

一
切
の
外
来
語
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
な
ど
と
い

う
つ
も
り
は
な
い
。
パ
ソ
コ
ン
、
地
デ
ジ
の
こ
と
を

日
本
語
で
言
い
表
す
の
は
も
は
や
難
し
い
し
、
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
な

ど
の
外
来
語
も
、
も
う
言
い
換
え
る
時
期
が
過
ぎ
て

し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。

た
だ
、
教
育
の
現
場
は
、
新
聞
・
放
送
と
共
に
、

カ
タ
カ
ナ
で
表
現
さ
れ
る
外
来
語
の
氾
濫
を
食
い
止

め
る
砦
の
一
つ
で
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
う
。

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
」「
オ
ー
プ
ン
す
る
」「
チ
ェ
ッ

ク
す
る
」
と
い
っ
た
外
来
の
動
詞
を
不
用
意
に
使
う
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日
常
会
話
の
中
で
、
不
用
意
に
使
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
外
来
語
。

新
聞
や
テ
レ
ビ
を
は
じ
め
と
し
て
、
外
来
語
は
世
の
中
に
氾
濫
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
教
育
現
場
に
お
い
て
、
外
来
語
が
浸
透
し
て
し
ま
う
こ
と
の
危
機
感
を
、
辰
濃
先
生
が
訴
え
て
い
ま
す
。

「
外
来
語
」に
も
の
申
す

•

こ
と
に
慣
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
次
第
に
そ
れ
が
当

然
と
思
い
、「
き
れ
い
な
日
本
語
を
使
う
」
こ
と
に

う
と
く
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
チ
ェ
ッ
ク
す
る
」

を
日
本
語
で
い
え
ば
「
調
べ
る
・
食
い
止
め
る
・
制

御
す
る
・
検
査
す
る
・
照
合
す
る
」
な
ど
の
ほ
か
、

た
く
さ
ん
の
言
い
方
が
あ
る
。
そ
う
い
う
古
く
か
ら

の
日
本
語
の
使
い
方
を
投
げ
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
い

も
の
か
と
い
う
気
持
ち
が
私
に
は
あ
る
。

国
語
学
者
大
野
晋
氏
の
説
に
よ
る
と
、
基
礎
的
な

日
本
語
の
う
ち
、
長
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
動
詞
で
、

逆
に
副
詞
や
感
動
詞
は
寿
命
が
短
い
そ
う
だ
。
古
語

辞
典
に
で
て
く
る
「
遊
ぶ
・
会
う
・
争
う
」
な
ど
の

動
詞
は
い
ま
も
生
き
て
い
る
。
た
だ
、
そ
う
い
う
寿

命
の
長
い
は
ず
の
動
詞
も
「
オ
ー
プ
ン
す
る
」「
チ

ェ
ッ
ク
す
る
」
と
い
っ
た
外
来
語
の
使
用
が
さ
ら
に

は
や
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
第
に
衰
弱
し
、
日
本
語

の
根
幹
が
ゆ
ら
い
で
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

「『
開
く
』
っ
て
書
い
て
あ
る
け
ど
、
こ
れ
、
オ
ー

プ
ン
の
こ
と
か
な
」
な
ん
て
い
う
世
代
が
現
れ
る
時

代
が
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

辰
濃
和
男
●
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
理
事
長


