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は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
子
ど
も
の
声
と
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
学

校
に
と
願
い
、
音
読
を
国
語
の
授
業
の
中
核
に
位
置

付
け
た
研
究
を
十
年
間
に
渡
っ
て
続
け
て
い
る
。
音

読
を
通
し
て
言
葉
に
寄
り
添
っ
て
読
み
深
め
る
授
業

を
展
開
し
、
国
語
力
の
伸
長
を
図
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
実
践
を
紹
介
し
、

音
読
の
有
効
性
を
提
案
し
た
い
。

一　

音
読
で
山
場
を
読
み
深
め
る

１　

会
話
文
の
音
読
の
工
夫
で
切
り
込
む　

　

物
語
の
授
業
で
は
、
会
話
文
の
音
読
の
工
夫
を
切

り
込
み
口
と
し
て
人
物
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と

が
、
心
情
理
解
や
場
面
把
握
に
効
果
的
で
あ
る
。　

　

償
い
を
す
る
ご
ん
の
優
し
さ
を
知
ら
ず
に
ご
ん
を

撃
っ
て
し
ま
っ
た
兵
十
の
言
葉
、「
ご
ん
、
お
ま
え

だ
っ
た
の
か
。
い
つ
も
、
く
り
を
く
れ
た
の
は
。」

の
音
読
の
工
夫
を
通
し
て
兵
十
の
心
情
に
迫
り
、
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
読
み
味
わ
う
授
業
を
行
っ
た
。

２　

授
業
の
目
標

● 

兵
十
の
会
話
文
の
音
読
を
工
夫
し
、
憎
し
み
か
ら

共
感
へ
と
い
う
兵
十
の
心
情
の
変
化
や
、
深
い
悲

し
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

発
問
と
指
示

　

読
み
方
と
心
情
の
説
明
を
切
り
離
し
て
し
ま
う

と
、
音
読
を
通
し
て
の
心
情
理
解
は
実
現
し
な
い
。

「
ご
ん
を
撃
っ
て
し
ま
っ
た
兵
十
が
言
っ
た
こ
の
言

葉
は
、ど
の
よ
う
に
読
み
ま
す
か
。
音
読
の
工
夫
と
、

そ
の
と
き
の
兵
十
の
気
持
ち
に
つ
い
て
の
考
え
を
絡

め
な
が
ら
、
自
分
の
思
い
を
語
っ
て
く
だ
さ
い
。」

会
話
文
を
板
書
し
た
後
、
子
ど
も
に
投
げ
か
け
た
。

　

教
師
は
発
問
や
指
示
を
し
た
ら
、
後
は
子
ど
も
が

考
え
、
意
見
を
言
う
の
を
待
て
ば
よ
い
。
待
て
ず
に

追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
発
問
や
指
示
を
繰
り
返

す
と
、
子
ど
も
は
語
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
教
師

が
言
葉
を
精
選
し
、
子
ど
も
が
語
る
授
業
を
つ
く
る

と
、
子
ど
も
の
目
は
輝
き
出
す
。

４　

子
ど
も
の
音
読
と
発
言
の
様
子

①
兵
十
の
気
持
ち
に
寄
り
添
っ
た
音
読
か
ら

　

発
問
後
す
ぐ
に
出
た
の
は
、
そ
の
場
の
状
況
か
ら

「
驚
き
」「
後
悔
」「
悲
し
み
」
な
ど
の
兵
十
の
気
持

ち
を
と
ら
え
た
意
見
で
あ
っ
た
。

● 

び
っ
く
り
し
た
よ
う
に
読
む
。（
音
読
）
ご
ん
が

く
り
を
く
れ
た
こ
と
を
初
め
て
知
り
、
驚
い
た
か

ら
。

● 

驚
い
た
と
い
う
の
も
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
、
撃
っ

て
し
ま
っ
て
真
実
が
分
か
っ
て
後
悔
し
て
い
る
か

ら
、
悲
し
そ
う
に
小
さ
な
声
で
読
む
。（
音
読
）

● 

ご
ん
の
優
し
さ
を
知
っ
て
す
ま
な
か
っ
た
と
思
っ

て
い
る
。
す
ご
く
悲
し
そ
う
に
読
む
。（
音
読
）

②
表
現
、
表
記
に
着
目
し
た
音
読
か
ら

「
書
き
ぶ
り
、表
現
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。」と
、

表
現
、表
記
へ
の
着
目
を
促
す
補
助
発
問
を
す
る
と
、

言
葉
に
即
し
た
次
の
よ
う
な
意
見
も
出
た
。

● 

前
は
「
ぬ
す
み
や
が
っ
た
」「
ご
ん
ぎ
つ
ね
め
」

と
怒
り
を
込
め
て
乱
暴
な
言
葉
で
言
っ
て
い
た
け

れ
ど
、「
ご
ん
」
と
優
し
く
語
り
か
け
て
い
る
。

兵
十
の
憎
し
み
の
気
持
ち
が
消
え
た
。（
音
読
）

　

こ
の
意
見
は
、
前
の
部
分
の
叙
述
と
比
較
し
て
の
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根
拠
の
あ
る
意
見
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。

● 
普
通
の
文
と
言
葉
の
順
番
が
違
っ
て
い
る
。「
ご

ん
、
お
ま
え
だ
っ
た
の
か
。」
が
先
に
来
て
い
る
。

先
の
文
を
少
し
強
く
読
む
。（
音
読
）
ご
ん
を
大

切
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

繰
り
返
し
音
読
を
し
、
補
助
発
問
を
し
た
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
よ
う
に
倒
置
の
表
現
に
着
目
し
た
意
見

も
出
た
。
言
葉
に
即
し
た
読
み
取
り
を
通
し
て
、
兵

十
の
気
持
ち
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

③
位
置
関
係
を
と
ら
え
た
音
読
か
ら

　

声
の
届
け
先
に
こ
だ
わ
っ
て
音
読
し
な
が
ら
発
言

す
る
子
ど
も
も
い
た
。
音
読
を
通
し
て
人
物
の
位
置

関
係
を
と
ら
え
、場
面
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

●
兵
十
は
横
た
わ
っ
た
ご
ん
に
声
を
届
け
て
い
る
。

● 

倒
れ
て
し
ま
っ
た
ご
ん
を
見
て
、
ご
ん
に
向
か
っ

て
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
。（
音
読
）

④
間
に
こ
だ
わ
っ
た
音
読
か
ら

　

音
読
と
絡
め
て
兵
十
の
気
持
ち
に
迫
る
話
し
合
い

で
は
、
多
様
な
興
味
深
い
意
見
が
出
て
き
た
。

● 

ご
ん
を
撃
っ
て
し
ま
っ
た
兵
十
は
、
呆
然
と
し
て

い
る
。
こ
ん
な
と
き
は
、声
は
出
な
い
か
ら
、「
ご

ん
」
と
言
っ
た
後
に
、
間
を
あ
け
る
。（
音
読
）

　

こ
う
述
べ
た
子
ど
も
は
、
五
秒
ほ
ど
間
を
あ
け
て

読
み
、
思
い
の
こ
も
っ
た
音
読
を
し
た
。
そ
の
音
読

を
聞
い
て
い
た
他
の
子
ど
も
の
表
情
か
ら
は
、納
得
、

共
感
と
い
っ
た
様
子
が
伺
え
た
。
教
室
は
心
地
よ
い

緊
張
感
を
伴
っ
た
学
び
の
空
気
に
包
ま
れ
た
。
間
を

取
る
と
、
呆
然
と
し
て
い
る
兵
十
の
様
子
や
、
兵
十

の
驚
き
や
深
い
悲
し
み
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と

を
確
認
し
合
い
、
授
業
は
深
ま
っ
た
。

5　

音
読
で
心
情
理
解

　

子
ど
も
た
ち
は
音
読
を
し
な
が
ら
兵
十
の
思
い
を

想
像
し
、
気
持
ち
の
変
化
や
や
り
き
れ
な
い
悲
し
み

を
と
ら
え
た
。
音
読
の
工
夫
が
心
情
理
解
を
促
す
と

い
う
こ
と
を
、
改
め
て
実
感
し
た
授
業
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
の
読
み
取
り
は
、
そ
の
後
の
授
業
に
も
生

き
た
。
ご
ん
と
兵
十
の
心
が
結
ば
れ
た
こ
と
へ
の
共

感
や
、
や
っ
と
分
か
り
合
え
た
の
が
別
れ
の
と
き

だ
っ
た
と
い
う
悲
し
い
結
末
の
せ
つ
な
さ
な
ど
を
語

る
ま
と
め
の
授
業
へ
と
自
然
に
つ
な
が
っ
た
。

二　

音
読
の
効
果
的
導
入
を

　

学
習
指
導
要
領
で
は
、
音
読
は
「
声
に
出
し
て
読

む
こ
と
」
と
表
さ
れ
て
お
り
、「
内
容
理
解
を
ね
ら

い
と
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
音
読
を
手
立
て
と

し
て
活
用
し
、
心
情
理
解
を
深
め
た
本
実
践
は
、
そ

の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

音
読
を
生
か
し
て
読
み
深
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

教
材
は
多
い
。
例
え
ば
、「
か
さ
こ
じ
ぞ
う
」
の
大

年
の
市
の
場
面
で
群
読
を
取
り
入
れ
る
と
、
よ
り
臨

場
感
が
出
て
、
場
面
の
様
子
を
あ
り
あ
り
と
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
注
文
の
多
い
料
理
店
」

で
は
、
音
読
す
る
こ
と
で
、
軽
妙
、
か
つ
、
辛
辣
な

宮
沢
賢
治
独
特
の
表
現
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
。

さ
さ
き　

か
ず
え　

音
読
で
読
み
を
深
め
る
授
業
や
子
ど
も

と
と
も
に
創
る
群
読
に
つ
い
て
の
研
究
を
継
続
。
音
読
と
作

文
の
指
導
は
、
私
の
生
き
が
い
。

　

音
読
を
位
置
付
け
る
と
、
想
像
だ
け
が
空
回
り
す

る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
り
、
言
葉
を
根
拠
に
し
た

読
み
取
り
が
可
能
に
な
る
。
教
材
を
分
析
し
、
音
読

を
導
入
す
る
こ
と
が
効
果
的
な
場
面
を
吟
味
し
、
意

図
的
に
位
置
付
け
た
い
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

国
語
の
指
導
法
は
多
様
に
あ
る
が
、
音
読
を
生
か

す
こ
と
も
有
効
な
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
音
読
を
取

り
入
れ
る
と
、
教
室
に
子
ど
も
の
声
が
響
く
よ
う
に

な
り
、
授
業
が
活
性
化
す
る
。
音
読
を
通
し
て
詩
や

物
語
に
親
し
む
子
ど
も
を
育
て
た
い
と
思
う
。


