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本
校
で
は
、
親
子
そ
ろ
っ
て
参
加
す
る
活
動

を
多
く
設
定
す
る
こ
と
で
、
保
護
者
の
方
に
学

校
で
の
様
子
を
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

子
ど
も
た
ち
が
、
親
の
愛
情
を
感
じ
、
健
や
か

に
育
っ
て
い
く
機
会
と
す
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

　
一
学
期
に
は
、
一
年
生
の
各
組
で
親
子
ふ
れ

あ
い
給
食
を
行
い
ま
し
た
。
保
護
者
の
参
加
率

は
、
ほ
ぼ
百
％
。
ど
の
子
も
大
変
う
れ
し
そ
う

に
、
会
食
を
し
て
い
ま
し
た
。
食
後
に
、﹁
給
食

セ
ン
タ
ー
で
は
、
一
度
に
何
人
分
の
給
食
を
作

っ
て
い
る
か
﹂
﹁
給
食
は
何
人
の
人
で
作
っ
て

い
る
か
﹂
な
ど
の
ク
イ
ズ
を
考
え
な
が
ら
、
給

食
に
関
す
る
知
識
を
親
子
で
身
に
付
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
三
学
期
に
は
、
六
年
生
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　
夏
休
み
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
親
子
ふ
れ
あ
い

活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
出
校
日
に
は
、
恒
例

の
親
子
除
草
を
実
施
し
ま
し
た
。
通
学
団
ご
と

に
運
動
場
の
周
り
や
花
壇
、
校
舎
の
横
な
ど
に

分
か
れ
、
猛
暑
の
中
、
親
子
で
力
を
合
わ
せ
て

雑
草
を
抜
き
、
貴
重
な
汗
を
流
し
ま
し
た
。
取

っ
た
草
は
、
な
ん
と
ゴ
ミ
袋
四
十
五
袋
に
も
な

り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
教
養
部
主
催
で
、
親
子
体
験

教
室
が
開
か
れ
、
講
師
の
方
を
招
い
て
﹁
ジ
ュ

ー
ト
レ
タ
ー
︵
ワ
イ
ヤ
ー
に
麻
ひ
も
を
巻
き
付

け
て
形
を
作
る
︶
﹂
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
親
子

で
会
話
も
弾
み
、
思
い
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た

作
品
が
完
成
し
ま
し
た
。
町
文
化
展
に
出
品
予

定
で
す
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
料
理
部
主
催
の
親
子
料
理
教

室
で
は
、
お
好
み
焼
き
パ
ン
、
白
身
魚
入
り
具

沢
山
ス
ー
プ
、
チ
ョ
レ
ギ
サ
ラ
ダ
、
抹
茶
の
ゼ

リ
ー
を
作
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
意
外
に

上
手
な
包
丁
さ
ば
き
に
、
親
御
さ
ん
た
ち
か
ら

は
感
嘆
の
声
。
ど
ち
ら
の
活
動
も
親
子
の
﹁
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
愛
情
﹂
を
実
感
し
た
ひ

と
時
で
し
た
。

　
今
後
も
、
お
や
じ
の
会
主
催
の
ペ
ン
キ
塗
り

や
サ
ッ
カ
ー
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
交
流
会
を
計
画
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
親
の
愛
情
を
し
っ
か
り
感
じ
る
こ
と
の
で
き

た
子
は
、
自
分
を
大
事
に
し
て
、
周
囲
の
人
た

ち
も
大
事
に
し
ま
す
。
い
じ
め
を
し
な
い
子
を

育
て
る
た
め
に
も
、
親
子
ふ
れ
あ
い
活
動
を
進

ん
で
計
画
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
今
後
と
も

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
民
具
資
料
か
ら
﹁
だ
い
が
ら
﹂
、

文
書
資
料
か
ら
﹁
暦
︵
こ
よ
み
︶
﹂
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

▽
だ
い
が
ら

　
全
国
的
に
は
、
唐
臼
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

本
来
は
米
や
麦
な

ど
の
外
皮
︵
米
で

い
う
籾
殻
︶
を
む

き
取
る
た
め
の
道

具
で
す
が
、
こ
の

辺
り
で
は
﹁
明
治

初
期
頃
か
ら
玄
米

の
精
白
に
多
く
用

い
ら
れ
た
﹂
︵
﹃
師

勝
の
文
化
財
・
第

三
集
﹄
︶
そ
う
で
す
。

　
台
の
上
に
上
が
り
、
中
ほ
ど
で
支
え
ら
れ

た
長
い
柄
の
片
側
の
端
を
踏
ん
で
杵
を
上
下

さ
せ
て
作
業
し
て
い
ま
し
た
。
て
こ
の
原
理

を
用
い
て
い
る
の
で
、
作
業
能
率
を
上
げ
る

た
め
に
、
杵
の
上
に
石
を
括
り
付
け
た
り
も

し
ま
し
た
。

　
﹁
だ
い
が
ら
﹂
は
﹁
台
唐
﹂
と
も
書
か
れ
、

台
枠
の
あ
る
唐
臼
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
す
。

︿
参
考
﹀
岩
井
宏
實
・
監
修
﹃
絵
引
民
具
の

事
典
﹄

　
﹃
書
窓
　
平
成
二
十
二
年
五
月
号
﹄
よ
り

▽
暦
︵
昭
和
十
二
〜
四
十
二
年
の
も
の
︶

　
資
料
室
に
は
四
種
類
六
冊
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ら
は
現
在
の
大
型
掲
示
用
カ
レ
ン
ダ
ー
と

記
載
事
項
は
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
本
・
冊
子

で
あ
り
、
形
が
大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、六
曜︵
大
安
な
ど
俗
称
で﹁
日
柄
﹂

と
言
わ
れ
る
︶や
、
小
寒
に
始
ま
り
冬
至
で
終

わ
る
二
四
節
気
な
ど
、気
候
と
生
活
に
関
す

る
詳
し
い
記
載
が
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

人
々
の
暮
ら
し
の
中
心
が
気
候
と
切
り
離
せ

な
い
農
業
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と

を
反
映
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
な
お
昭
和
四
十
二
年
の
﹁
農
事
暦
﹂
に
は
、

他
に
見
ら
れ
な
い
、
当
時
豊
山
地
区
で
の
﹁
営

農
・
生
活
ガ
イ
ド
﹂
︵
﹁
春
雛
の
餌
つ
け
﹂

﹁
桑
の
さ
し
芽
﹂
﹁
稲
刈
り
機
械
化
﹂
な
ど
︶

や
、
﹃
営
農
生
活
小
宝
典
﹄
な
ど
の
項
目
が

あ
り
、
生
活
と
よ
り
密
着
し
た
編
集
に
な
っ

て
い
る
点
が
、
他
の
も
の
と
は
大
き
く
違
っ

て
い
ま
す
。

　
﹃
書
窓
　
平
成
二
十
三
年
一
月
号
﹄
よ
り

か
ら
う
す


