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四
月
、
新
年
度
。 

 

学
級
開
き
、
授
業
開
き
の
あ
る
こ
の
時
期
に
、

心
が
け
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、 

 

な
ぜ
、
そ
れ
を
す
る
の
か
。 

で
あ
る
。 

 

教
師
は
、
授
業
の
中
、
学
級
づ
く
り
の
中
で
、

子
ど
も
た
ち
に
、
多
く
の
指
示
を
出
す
。 

 

四
月
、
新
年
度
は
、
そ
れ
で
い
い
。 

 

こ
の
時
期
は
、子
ど
も
た
ち
に
目
的
地
を
示
し
、

方
向
性
を
与
え
、
日
常
の
授
業
や
学
級
生
活
に
、

安
定
感
を
作
り
出
す
時
期
で
あ
る
。 

 

何
が
い
い
か
、
何
を
す
べ
き
か
を
子
ど
も
た
ち

に
考
え
さ
せ
、
話
し
合
わ
せ
る
の
は
、
後
で
い
い
。 

 

た
だ
、
何
も
か
も
教
師
が
決
め
て
し
ま
う
と
、

暴
君
、
独
裁
者
と
思
わ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
前
年
度
の
各
学
級
で
の
や
り
方
や

ル
ー
ル
な
ど
を
確
認
し
、 

「
と
り
あ
え
ず
は
、
こ
の
ル
ー
ル
で
や
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
」 

と
、
暫
定
的
な
決
定
を
教
師
は
く
だ
す
。 

 

四
月
、
新
年
度
は
、
こ
の
よ
う
に
、
教
師
主
導

で
い
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、 

 

な
ぜ
、
そ
れ
を
す
る
の
か
。 

が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。 

 

授
業
の
中
で
、
教
師
が
出
す
一
つ
一
つ
の
指
示

を
何
の
た
め
に
す
る
の
か
を
そ
の
教
師
自
身
が
自

覚
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。 

 

こ
の
自
覚
が
な
い
教
師
は
、
地
図
や
コ
ン
パ
ス 

を
も
た
ず
に
、
航
海
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。 

 
そ
の
結
果
、
遭
難
し
、
大
変
な
結
果
を
生
み
出

し
、
後
で
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

「
立
っ
て
一
回
読
ん
だ
ら
座
り
ま
す
。
起
立
。」 

 

国
語
教
科
書
の
扉
の
詩
を
読
ま
せ
る
と
き
に
、

こ
ん
な
指
示
を
教
師
は
出
す
。 

 

な
ぜ
、
立
っ
て
読
ま
せ
る
の
か
。 

 

立
つ
こ
と
で
、
背
筋
が
伸
び
、
口
が
開
き
や
す

く
な
り
、
音
読
の
声
が
大
き
く
な
る
。 

ま
た
、
立
つ
こ
と
で
、
子
ど
も
一
人
一
人
の
立

ち
振
る
舞
い
の
違
い
が
明
確
に
な
る
。 

指
示
に
サ
ッ
と
反
応
し
て
立
つ
子
も
い
れ

ば
、
み
ん
な
が
立
つ
の
に
気
付
い
て
か
ら
の
っ

そ
り
立
つ
子
も
い
る
。
教
師
の
指
示
が
、
ど
う

受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
を
立
つ
行
為
に
よ

っ
て
明
確
に
で
き
る
の
で
あ
る
。 

な
ぜ
、
一
回
読
ま
せ
る
の
か
。 

短
い
詩
や
俳
句
や
短
歌
な
ど
は
、
教
師
が
最
初

に
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
範
読
は
Ｎ
Ｇ
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、
教
師
の
読
み
の
イ
メ
ー
ジ
を
子
ど
も

た
ち
に
伝
え
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ま
ず
は
、
子
ど

も
一
人
一
人
に
一
回
読
ま
せ
て
、
自
分
な
り
の
イ

メ
ー
ジ
を
持
た
せ
る
。 

な
ぜ
、
一
回
読
ん
だ
ら
座
る
の
か
。 

誰
が
読
み
、
誰
が
ま
だ
な
の
か
を
明
確
に
す
る

た
め
で
あ
る
。
早
く
読
み
終
え
た
子
は
、
後
ど
れ

だ
け
待
て
ば
い
い
か
も
分
か
る
。
ま
た
、
座
っ
た

子
の
中
に
は
、
も
う
一
度
詩
を
読
む
子
も
い
る
。 

「
原
田
く
ん
は
、
す
ご
い
よ
。
座
っ
て
か
ら
も
詩

を
小
さ
い
声
で
読
ん
で
い
ま
し
た
。」 

と
取
り
上
げ
ほ
め
る
こ
と
で
、
自
主
的
に
学
ぶ
行

為
が
広
が
っ
て
い
く
。 

  

授
業
中
の
教
師
の
出
力
す
る
行
為
す
べ
て
に
、

な
ぜ
、
そ
れ
を
す
る
の
か
、
と
考
え
て
ほ
し
い
。 

授
業
力
を
高
め
る
入
力
と
出
力 

教
師
の
指
示
の
意
味
を
問
う 

 

連
載
⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
阪
教
育
サ
ー
ク
ル
は
や
し 

荒
井 

賢
一 



2 

 

授
業
プ
ラ
ン
「
扉
の
詩
に
込
め
ら
れ
た
も
の
」 

「
い
の
ち
」
は
、
『
新
し
い
国
語
六
』
（
平
成
27

年
度
版
、
東
京
書
籍
）
の
扉
の
詩
で
あ
る
。 

 

音
読
練
習
の
後
、 

「
題
名
は
何
で
す
か
。
」 

・
い
の
ち
。 

「
作
者
は
誰
で
す
か
。
」 

・
小
海
永
二
。 

「
何
連
の
詩
で
す
か
。
」 
・
八
連
。 

 

ノ
ー
ト
に
書
か
せ
な
が
ら
、
指
名
し
、
答
え
さ

せ
て
い
く
。 

「
詩
を
読
ん
で
、
気
が
つ
い
た
こ
と
・
思
っ
た
こ

と
を
箇
条
書
き
し
ま
し
ょ
う
。
」 

 

ノ
ー
ト
に
、
番
号
を
振
ら
せ
て
、
箇
条
書
き
さ

せ
る
。
数
分
後
に
、
列
指
名
、
そ
の
後
、
挙
手
指

名
で
発
表
さ
せ
て
い
く
。 

 

・
連
が
多
い
。 

 

・
い
き
な
り
「
花
で
す
」
で
始
ま
る
の
が
変
。 

 

・
花
や
虫
が
い
の
ち
な
の
は
分
か
る
け
ど
、
か

ら
だ
や
こ
こ
ろ
が
い
の
ち
と
い
え
な
い
。 

 

・
第
七
連
の
「
見
え
な
い
手
を
出
し
」
の
後
だ

け
、
一
文
字
文
空
い
て
い
る
。 

 

・
「
互
い
に
支
え
て
い
る
ん
で
す
」
が
２
回
出

て
く
る
か
ら
、
こ
れ
が
言
い
た
い
。 

・
第
三
連
だ
け
１
行
。 

・
話
者
は
草
原
に
寝
転
が
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

【
板
書
】
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 
 
 
 

↓ 

 
 
 

  

「
花
で
す
」 

「
一
連
の
一
行
目
、
い
き
な
り
「
花
で
す
」
と
な

っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
何
と
聞
か
れ
た

ら
「
花
で
す
」
と
答
え
ま
す
か
。
」 

 

ど
う
質
問
す
る
か
を
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
て
、
発

表
さ
せ
る
。 

 

・
い
ろ
ん
な
色
が
あ
っ
て
、
咲
く
も
の
は
何
で

す
か
。 

全
員
「
花
で
す
」 

（
発
表
の
後
に
、
全
員
で
「
花
で
す
」
と
言
わ
せ

て
い
く
。
） 

 

・
い
の
ち
と
は
何
で
す
か
。 

全
員
「
花
で
す
」 

 
・
虫
が
み
つ
を
す
う
の
は
何
で
す
か
。 

 
全
員
「
花
で
す
」 

 

・
虫
を
支
え
て
い
る
の
は
何
で
す
か
。 

 

全
員
「
花
で
す
」 

「「
虫
で
す
」な
ら
ど
ん
な
質
問
に
な
り
ま
す
か
。」 

 

・
花
の
み
つ
を
吸
う
の
は
何
で
す
か
。 

 

全
員
「
虫
で
す
」 

 

・
夏
に
出
る
と
い
や
な
の
は
何
で
す
か
。 

 

全
員
「
虫
で
す
」 

 

・
小
さ
い
け
れ
ど
い
の
ち
が
あ
る
の
は
何
で
す

か
。 

全
員
「
虫
で
す
」 

「
で
は
、
「
か
ら
だ
で
す
」
な
ら
、
ど
ん
な
質
問

に
な
り
ま
す
か
。
」 

 

・
生
き
る
の
に
大
切
な
の
は
何
で
す
か
。 

 

全
員
「
か
ら
だ
で
す
」 

 

・
い
の
ち
が
あ
る
の
は
ど
こ
で
す
か
。 

 

全
員
「
か
ら
だ
で
す
」 

 

・
花
や
鳥
や
人
が
持
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
す

か
。 

全
員
「
か
ら
だ
で
す
」 

「
一
連
の
「
か
ら
だ
」
は
、
誰
の
か
ら
だ
で
す
か
。
」 

 

・
虫
。 

・
鳥
。 

・
話
者
。 

・
人
間
。 

 

理
由
が
言
え
る
子
に
は
、
発
表
さ
せ
る
。 

 

・
話
者
は
草
原
に
寝
転
が
っ
て
い
て
、
「
い
の

ち
と
は
何
か
」
を
考
え
て
い
て
、
花
や
虫
が

見
え
て
、
自
分
の
か
ら
だ
も
見
え
た
か
ら
。 

「
教
科
書
の
扉
に
あ
る
詩
に
は
、
作
者
や
教
科
書

を
作
っ
た
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
で
は
、
６
年
の
「
い
の
ち
」
に
は
、
ど

ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
か
。
」 

・
地
球
上
の
す
べ
て
の
い
の
ち
を
大
切
に
し
て

ほ
し
い
。 

 

・
お
互
い
に
支
え
合
っ
て
、
い
の
ち
を
大
事
に

し
て
い
っ
て
ほ
し
い
。 

な
ど 

「
扉
の
詩
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う

な
一
年
間
を
お
く
り
ま
し
ょ
う
。
」 


