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相
談
者
（
Ａ
さ
ん
）
今
回
は
教
育
委
員
会
関
連
の
相

談
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
学
校
教
育
と
著
作
権
の
問

題
に
つ
い
て
は
現
場
か
ら
様
々
な
質
問
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

弁
護
士
　
た
し
か
に
教
育
現
場
で
は
沢
山
の
著
作
物

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
先
生
方
も
教
育
の
工
夫
の

中
で
著
作
権
の
問
題
に
悩
む
こ
と
が
多
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。

Ａ
さ
ん
　
一
つ
目
の
相
談
は
絵
に
関
す
る
も
の
で

す
。
実
は
小
学
校
一
年
生
の
図
画
工
作
の
授
業
で
子

ど
も
た
ち
に
「
家
族
の
絵
」
を
描
せ
た
の
で
す
。
と

て
も
熱
心
に
描
い
て
く
れ
て
素
晴
ら
し
い
出
来
の
作

品
ば
か
り
で
し
た
の
で
、
担
任
の
先
生
が
絵
を
写
真

に
撮
っ
て
パ
ソ
コ
ン
で
編
集
し
て
印
刷
し
、
画
集
に

し
て
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
に
配
っ
た
の
で
す
が
、

一
人
の
親
か
ら
著
作
権
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
。
難
し
い
問
題
を
含
ん
で

い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
小
学
校
一
年

生
の
描
い
た
絵
に
著
作
権
が
発
生
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。

弁
護
士
　
著
作
権
法
二
条
一
項
一
号
は
、
著
作
物
に

つ
い
て
、「
思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
文
芸
、
学
術
、
美
術
又
は
音
楽
の

範
囲
に
属
す
る
も
の
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
創
意
工
夫
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

れ
ば
、
作
品
に
芸
術
的
な
価
値
が
あ
る
か
否
か
に
か

か
わ
り
な
く
著
作
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。
小
学

生
が
描
い
た
絵
や
国
語
の
時
間
に
書
い
た
作
文
も
著

作
物
と
し
て
権
利
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

Ａ
さ
ん
　
絵
に
著
作
権
が
存
在
す
る
こ
と
は
解
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
を
画
集
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
ど
の

よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士
　
著
作
権
の
中
に
は
、
著
作
者
人
格
権
と
著

作
権
（
財
産
権
と
し
て
の
）
と
い
う
二
つ
の
側
面
が

あ
る
こ
と
は
前
に
説
明
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
も
こ

自治体と
著作権3
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の
二
つ
の
面
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず

は
著
作
者
人
格
権
で
す
が
、
授
業
で
絵
を
描
い
て
提

出
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
画
集
に
し
て
配
付
す
る
の

で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は「
公
表
権
」

の
問
題
と
な
り
ま
す
。
絵
を
先
生
に
提
出
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
公
表
を
前
提
と
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
を
画
集
と
い
う
形
で
配
付
す
る
こ
と
は
公
表
と
な

り
ま
す
の
で
、
本
人
の
同
意
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

次
に
著
作
権
（
財
産
権
）
で
す
が
、
写
真
に
撮
っ
て

印
刷
す
る
こ
と
は
「
複
製
」
に
あ
た
り
ま
す
し
、
画

集
に
し
て
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
に
配
付
す
る
の
は

「
譲
渡
」
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
も
本
人
の

同
意
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ａ
さ
ん
　
本
人
の
同
意
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
小
学

校
一
年
生
で
も
本
人
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士
　
こ
れ
ら
の
同
意
は
法
律
行
為
で
す
の
で
、

厳
密
に
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
親
権
者
の
同
意
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
す
。

Ａ
さ
ん
　
図
画
工
作
の
授
業
で
は
、
良
く
出
来
た
作

品
を
み
ん
な
に
見
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
も
一
般
的

な
こ
と
で
す
し
、
画
集
に
し
て
配
付
す
る
と
い
う
こ

と
も
暗
黙
の
了
解
が
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
か
。

弁
護
士
　
暗
黙
の
了
解
で
は
不
十
分
で
す
。
事
前
に

き
ち
ん
と
、場
合
に
よ
っ
て
は
作
品
を
公
開
し
た
り
、

配
付
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
利
用
の
方
法
に
つ
い

て
父
兄
に
も
説
明
し
て
お
く
べ
き
で
す
。
特
に
今
回

の
絵
は
自
画
像
で
は
な
く
、「
家
族
の
絵
」で
す
の
で
、

家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
も
関
わ
る
問
題
が
あ
り
ま
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す
の
で
、
慎
重
に
対
応
す
べ
き
で
す
。

Ａ
さ
ん
　
こ
の
よ
う
な
教
育
現
場
で
の
子
ど
も
の
作

品
（
著
作
物
）
の
公
表
に
関
し
て
争
わ
れ
て
裁
判
に

な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
か
。

弁
護
士
　
サ
ッ
カ
ー
の
有
名
な
選
手
だ
っ
た
中
田
英

寿
事
件
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
中
田
氏
の
半
生

を
綴
っ
た
本
の
出
版
差
し
止
め
の
事
件
で
、
他
に
も

様
々
な
争
点
が
あ
る
事
件
で
し
た
。
中
田
氏
が
中
学

校
の
学
年
文
集
に
掲
載
し
て
い
た
「
詩
」
を
そ
の
本

に
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
こ
と
が
、
公
表
権
を
侵
害
す

る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
東
京
地
裁
平
成

一
二
年
二
月
二
九
日
判
決
は
、
こ
の
学
年
文
集
は

三
〇
〇
部
発
行
さ
れ
て
卒
業
時
に
卒
業
生
と
父
兄
に

配
付
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
承
諾
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
公
表
権
を
侵
害
し
な

い
と
判
示
し
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん
　
二
つ
目
の
相
談
は
副
教
材
に
関
す
る
も
の

で
す
。
中
学
校
の
国
語
の
授
業
で
、
先
生
が
比
喩
の

表
現
を
上
手
く
使
っ
て
い
る
一
〇
の
小
説
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
一
部
を
集
め
て
副
教
材
を
作
っ

て
授
業
で
勉
強
し
た
の
で
す
が
、
著
作
権
法
上
問
題

が
な
い
か
と
い
う
質
問
が
来
て
い
ま
す
。

弁
護
士
　
著
作
権
法
三
五
条
一
項
は
教
育
機
関
に
お

い
て
教
育
を
担
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
授
業
の
過
程

に
お
け
る
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合

に
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
公
表
さ

れ
た
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て

い
ま
す
。
学
校
教
育
の
公
共
性
を
根
拠
と
す
る
も
の

で
す
。
ご
質
問
の
事
案
は
、
ま
さ
に
授
業
の
過
程
で

使
用
す
る
も
の
で
す
し
、
一
〇
の
小
説
の
文
章
の
比

喩
に
関
す
る
一
部
の
み
を
コ
ピ
ー
し
て
副
教
材
に
し

た
も
の
で
す
の
で
、
著
作
権
を
侵
害
し
て
い
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。

Ａ
さ
ん
　
そ
う
す
る
と
、
小
学
校
の
先
生
が
授
業
の

予
習
復
習
の
た
め
に
市
販
の
ド
リ
ル
や
ワ
ー
ク
ブ
ッ

ク
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
考
え
か
ら
、
生
徒
の
負
担

を
考
慮
し
て
購
入
さ
せ
ず
に
、
一
冊
を
丸
々
コ
ピ
ー

し
仮
製
本
し
て
副
教
材
と
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士
　
先
生
が
自
分
で
作
っ
た
プ
リ
ン
ト
教
材
の

中
に
、
一
、二
頁
分
だ
け
市
販
の
ド
リ
ル
等
を
加
え

る
こ
と
は
認
め
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
ご
質
問
の
ケ
ー
ス
は
ド
リ
ル
全
体
を
コ
ピ
ー

す
る
わ
け
で
、
多
く
の
先
生
が
同
じ
こ
と
を
行
っ
て

し
ま
う
と
、
ド
リ
ル
を
発
行
し
て
い
る
教
材
会
社
の

売
れ
行
き
に
重
大
な
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
こ
れ
は
著
作
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
著
作
権
法
三
五
条
一
項
は
「
必
要
と
認

め
ら
れ
る
限
度
」で
の
複
製
を
認
め
た
も
の
で
す
し
、

同
項
の
但
し
書
き
は
、「
当
該
著
作
物
の
種
類
、用
途
、

複
製
部
数
、
態
様
に
照
ら
し
て
著
作
権
者
の
利
益
を

不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
」
に
は
複
製
は
認

め
ら
れ
な
い
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん
　
著
作
権
法
三
五
条
で
認
め
ら
れ
て
い
る
の

は
「
授
業
の
過
程
に
お
け
る
使
用
に
供
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
場
合
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

授
業
に
限
定
す
る
趣
旨
な
の
で
す
か
。

弁
護
士
　
教
室
で
の
「
授
業
」
に
限
定
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
運
動
会
や
文
化
祭
な
ど
の
学
校
行
事

も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。


