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本
校
で
は
、
児
童
会
活
動
と
し
て
﹁
オ
ア
シ

ス
運
動
﹂
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　
は
、
﹁
お
は
よ
う
﹂
の
﹁
オ
﹂
で
す
。
登

校
し
た
児
童
か
ら
、
校
門
に
並
ん
で
あ
い
さ
つ

運
動
を
し
ま
し
た
。
毎
朝
長
蛇
の
列
が
で
き
、

元
気
な
﹁
お
は
よ
う
﹂
の
声
が
響
き
ま
し
た
。

　
　
は
、
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
の
﹁
ア
﹂
で
す
。

﹁
あ
り
が
と
う
カ
ー
ド
﹂
に
、
学
校
で
見
つ
け

た
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
を
記
入
し
ま
し
た
。
六
日

間
で
千
五
百
枚
以
上
も
の
カ
ー
ド
が
集
ま
り
ま

し
た
。
掲
示
後
、
﹁
あ
り
が
と
う
カ
ー
ド
﹂
を

渡
し
、
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
し
た
。
も
ら

っ
た
児
童
は
と
て
も
嬉
し
そ
う
な
表
情
を
浮
か

べ
、
お
互
い
が
自
然
に
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
笑

顔
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
は
、
﹁
ク
リ
ー
ン
奉
仕
﹂
の
﹁
シ
﹂
で
す
。

朝
放
課
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
、
校
庭
の
草

取
り
を
行
い
ま
し
た
。
初
日
の
六
十
名
ほ
ど
か

ら
参
加
者
が
ど
ん
ど
ん
増
え
、
六
日
目
に
は
百

名
を
超
え
る
児
童
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

草
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
ゴ
ミ
袋
を
抱
え
た
児

童
の
顔
に
は
、
充
実
感
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
は
、
﹁
ス
ー
パ
ー
新
栄
小
﹂
の
﹁
ス
﹂
で

す
。
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
や
紹
介
し
た
い
と
こ

ろ
を
見
つ
け
て
、
ミ
カ
ン
の
形
を
し
た
﹁
ス
ー

パ
ー
新
栄
小
カ
ー
ド
﹂
に
書
き
ま
し
た
。
み
ん

な
が
見
つ
け
た
﹁
す
ご
い
﹂
が
た
く
さ
ん
集
ま

り
、
昇
降
口
に
作
ら
れ
た
ミ
カ
ン
の
木
が
、
﹁
ス

ー
パ
ー
新
栄
小
﹂
の
実
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま

し
た
。

　
今
後
も
児
童
会
活
動
を
通
し
て
、
学
校
を
よ

り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
心
や
互
い
に
認
め
合
う

思
い
や
り
の
心
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

け
　
ば

　
今
回
は
、
民
具
資
料
か
ら
﹁
繭
か
き
機
﹂
、

文
書
資
料
か
ら
﹁
青
塚
古
墳
標
識
補
助
金
通

知
﹂
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

▽
繭
か
き
機

　
大
正
初
期
頃
か
ら
昭

和
十
五
年
頃
︵
豊
山
町

文
化
財
調
査
委
員
会
﹃
豊

山
の
民
具
﹄
︶
に
盛
ん

だ
っ
た
の
が
養
蚕
で
す
。

　
そ
の
養
蚕
の
道
具
、

大
正
時
代
に
普
及
し
た

の
が
箱
状
の
繭
か
き
機

で
す
。
出
荷
用
の
き
れ

い
な
繭
に
す
る
た
め
、

取
っ
手
を
回
し
な
が
ら

繭
を
送
り
、
棒
に
ハ
ガ

︵
繭
の
外
に
つ
い
て
い

る
細
い
糸
く
ず
︶
を
巻

き
取
っ
て
い
く
の
に
使

わ
れ
ま
し
た
。
巻
き
取

ら
れ
た
ハ
ガ
は
、
真
綿
等
に
使
わ
れ
ま
し
た
。

郷
土
資
料
室
に
は
、
旧
式
の
も
の
と
金
属
主

体
の
新
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
繭
か
き
機
は
、
﹁
毛
羽
取
機
﹂
と
呼
ぶ
の

が
一
般
的
で
す
が
、
本
町
で
は
繭
か
き
機
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
小
牧
市
や
旧

師
勝
町
の
資
料
で
は
、
﹁
は
が
と
り
機
﹂
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

︿
参
考
﹀
﹃
小
牧
の
文
化
財
第
十
三
集
﹄
、

豊
山
町
文
化
財
研
究
会
﹃
郷
土
文
集
第
三
集
﹄

﹃
書
窓
　
平
成
二
十
五
年
六
月
号
﹄
よ
り

▽
青
塚
古
墳
標
識
補
助
金
通
知

　
昭
和
七
年
三
月
三
日
付
け
の
文
書
で
す
。

発
行
は
社
兵
︵
あ
る
い
は
社
岳
︶
四
三
五
号

と
あ
り
、
愛
知
県
の
ど
こ
か
の
部
署
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
内
容
は
、﹁
県
内
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
顕

彰
の
た
め
の
標
識
設
置
に
関
す
る
補
助
金
の

対
象
に
青
塚
古
墳
が
該
当
す
る
か
ら
、申
請

さ
れ
た
い
。標
識
は
一
基
十
五
円
で
、補
助
金

は
二
分
の
一
﹂︵
筆
者
要
約
︶と
い
う
も
の
で
す
。

　
豊
山
町
史
に
は
、
青
塚
古
墳
に
つ
い
て
﹁
前

方
後
円
墳
で
あ
る
。︵
中
略
︶
今
か
ら
千
五
百

年
以
上
の
昔
に
作
ら
れ
た
大
古
墳
︵
中
略
︶
、

わ
ず
か
に
後
円
部
分
が
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
﹂
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
地
に
つ
い
て
は
、
﹁
青
塚
砦
﹂
と
呼

ば
れ
、
小
牧
・
長
久
手
の
合
戦
時
の
戦
地
で

あ
っ
た
と
の
伝
承
も
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
、

そ
れ
は
犬
山
市
の
青
塚
古
墳
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

︿
参
考
﹀
岡
本
真
一
﹃
豊
山
村
村
史
﹄
　

﹃
書
窓
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
号
﹄
よ
り

ア オシス


