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🐑
五
月
六
日
の
土
曜
日
、
五
・
六
年
生
児
童
全
員

と
他
学
年
希
望
者
（
児
童
・
保
護
者
）
と
六
大
学
野

球
応
援
に
出
か
け
ま
し
た
。
対
戦
校
は
東
京
大
学
。

六
対
一
と
、
順
調
な
試
合
運
び
で
、
子
ど
も
た
ち
も

余
裕
の
笑
顔
で
応
援
し
て
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
東
京
大
学
の
選
手
に
満
塁
ホ
ー
ム
ラ

ン
を
打
た
れ
、
何
と
同
点
で
試
合
終
了
。
当
日
、
風

の
強
い
日
で
し
た
。
紫
に
十
字
の
校
旗
が
翻
る
の
を

眺
め
つ
つ
、
立
教
大
学
の
校
歌
を
ほ
ろ
苦
い
思
い
で

歌
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
う
～
む
。 

立
教
大
学
の
校
歌
の
一
番
の
歌
詞
は
、 

 

「
芙
蓉
の
高
嶺
を
雲
井
に
望
み 

紫
匂
え
る
武
蔵
野
原
に 

い
か
し
く
そ
ば
だ
つ
我
等
が
母
校 

見
よ
見
よ
立
教 

自
由
の
学
府
」
で
す
。 

 

実
は
一
学
期
の
始
業
礼
拝
時
に
、
子
ど
も
た
ち
に

立
教
の
校
旗
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
お

話
を
し
ま
し
た
。 

 
 

大
学
の
校
歌
に
登
場
す
る
「
ム
ラ
サ
キ
」
を
漢
字

で
省
略
し
な
い
で
書
く
と
「
紫
草
」
。
植
物
で
す
。

六
月
頃
に
白
い
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
白
い
花
な
の
に

紫
草
。
「
な
ん
で
？
」
と
思
う
で
し
ょ
う
。
実
は
紫

草
の
根
っ
こ
は
、
「
紫
根
＝
し
こ
ん
」
と
言
っ
て
紫

色
な
の
で
す
。 

 

紫
草
の
根
っ
こ
で
あ
る
紫
根
を
乾
燥
さ
せ
て
、
石

臼
で
つ
い
て
か
ら
麻
の
袋
に
入
れ
る
。
そ
れ
を
湯
の

中
で
何
度
も
も
み
、
紫
根
か
ら
赤
み
が
か
っ
た
紫
の

色
素
が
出
な
く
な
る
ま
で
絞
る
。
そ
の
た
っ
ぷ
り
し

た
液
で
布
や
糸
を
染
め
、
そ
れ
を
椿
の
木
の
灰
を
混

ぜ
た
熱
湯
の
中
に
置
い
て
お
く
と
、
美
し
い
「
江
戸

紫
」
の
出
来
上
が
り
。 

 

「
武
蔵
野
」
に
、
紫
草
が
自
生
し
て
い
た
の
は
平

安
時
代
か
ら
の
よ
う
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
な
り
、

紫
草
を
使
っ
て
、江
戸
で
作
っ
た
染
物
の
こ
と
を「
江

戸
紫
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

現
代
の
三
鷹
あ
た
り
か
ら
奥
の
五
日
市
方
面
に
か

け
て
、
江
戸
時
代
に
は
紫
草
が
か
な
り
の
量
栽
培
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
今
は
絶
滅
危
惧
種
で
す
。

井
の
頭
池
を
水
源
と
す
る
神
田
上
水
の
水
を
ふ
ん
だ

ん
に
使
え
た
事
、
紫
草
の
色
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に

使
う
「
椿
の
木
の
灰
」
が
、
伊
豆
大
島
か
ら
十
分
に

供
給
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
紫
が
盛
ん
に
染
め

ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

「
紫
匂
え
る
武
蔵
野
原
」
と
い
う
歌
詞
の
「
紫
」

は
、
江
戸
紫
の
原
料
の
紫
草
を
指
し
て
い
て
、
立
教

と
「
江
戸
紫
」
に
は
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
分
か
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
か
。 

 

立
教
大
学
陸
上
部
で
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
箱

根
駅
伝
の
襷
（
た
す
き
）
の
色
は
「
江
戸
紫
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
が
、
校
旗
の
色
は
江
戸
紫
と
呼
ぶ
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
間
違
い
な
く
。 

 

紫
草
で
は
な
い
、
「
あ
る
物
」
使
っ
て
染
め
た
紫

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
代
紫
と
か
ロ
ー
マ
紫
、
帝
王

紫
と
呼
ん
で
、
こ
れ
で
染
め
た
物
は
、
王
様
以
外
は

使
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
一

グ
ラ
ム
の
染
料
を
得
る
た
め
に
、
そ
の
「
あ
る
物
」

が
二
千
個
も
必
要
な
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
「
あ
る

物
」
は
、
実
は
日
本
で
も
手
に
入
り
、
食
べ
ら
れ
ま

す
。
「
あ
る
物
」
の
パ
ー
プ
ル
腺
と
い
う
所
か
ら
液

を
取
り
出
し
、
こ
の
液
を
海
水
で
薄
め
て
糸
や
布
に

染
め
る
と
、
最
初
は
黄
色
な
の
に
、
太
陽
の
光
に
当

て
る
と
緑
→
紫
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
不
思
議
な

染
め
物
。
ま
さ
に
王
者
の
紫
と
呼
ば
れ
る
貴
重
な
紫

に
、
立
教
の
旗
の
色
は
近
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

と
、
こ
の
よ
う
な
話
を
し
、
「
あ
る
物
」
が
何
で

あ
る
の
か
、
興
味
の
あ
る
人
は
調
べ
て
み
て
く
だ
さ

い
と
、
得
意
の
「
寸
止
め
」
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

一
年
生
と
四
年
生
の
子
が
、
「
あ
る
物
」
の
正
体
を

教
え
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
「
貝
」
。 

日
本
産
の
ア
ク
キ
（
ア
ッ
キ
）
＝
悪
鬼
貝
科
の
イ

ボ
ニ
シ
や
ア
カ
ニ
シ
か
ら「
貝
紫
」が
得
ら
れ
ま
す
。 

寸
止
め
の
情
報
に
反
応
し
て
、
調
べ
て
く
れ
る
の

は
と
て
も
立
派
。
た
だ
、
ネ
ッ
ト
の
情
報
に
頼
る
だ

け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
参
考
文
献
を

実
際
に
読
ん
で
み
る
と
か
、
な
ん
で
、
「
悪
鬼
」
な

ん
て
怖
い
字
を
書
く
の
か
と
か
、
さ
ら
に
進
ん
で
深

～
く
調
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
本
物
で
す
ね
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ち
な
み
に
「
ア
カ
ニ
シ
」
は
な
か
な
か
お
い
し
い

貝
で
す
。
ア
カ
ニ
シ
は
何
に
「
化
け
る
」
の
か
。
江

戸
時
代
に
は
何
の
た
と
え
に
使
わ
れ
た
の
か
。ま
た
、

寸
止
め
を
し
た
く
な
り
ま
し
た
。 

 

（
立
教
小
学
校
校
長 

田
代 

正
行
） 


