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も
の
づ
く
り
体
験
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新
栄
小
学
校

　
新
栄
小
学
校
の
六
年
生
は
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
に
、﹁
伝
え
よ
う
語
ろ
う
　
日
本
の

文
化
﹂
を
テ
ー
マ
に
学
習
し
て
い
ま
す
。
こ

の
学
習
を
通
し
て
、
日
本
文
化
の
素
晴
ら
し

さ
を
知
り
、
伝
統
文
化
を
大
切
に
し
よ
う
と

す
る
気
持
ち
を
育
て
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
一
学
期
は
、
京
都
・
奈
良
へ
の
修
学
旅
行

を
き
っ
か
け
に
、
神
社
仏
閣
や
伝
統
美
術
、

歴
史
上
の
人
物
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。

　
二
学
期
は
、
伝
統
文
化
に
親
し
む
た
め
に
、

和
菓
子
づ
く
り
と
お
抹
茶
体
験
を
し
ま
し
た
。

　
初
め
に
、
も
の
づ
く
り
マ
イ
ス
タ
ー
の
先

生
か
ら
﹁
練
り
切
り
﹂
と
い
う
和
菓
子
の
作

り
方
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
﹁
練
り

切
り
﹂
と
は
、
白
あ
ん
に
砂
糖
や
山
芋
な
ど

の
つ
な
ぎ
の
食
材
を
加
え
て
練
っ
た
﹁
練
り

切
り
あ
ん
﹂
を
主
原
料
と
す
る
お
饅
頭
で
す
。

四
季
折
々
の
植
物
や
風
物
詩
を
か
た
ど
る
繊

細
な
細
工
は
、
ま
さ
に
伝
統
文
化
で
す
。

　
今
回
は
、
秋
に
ふ
さ
わ
し
い
﹁
柿
﹂
と
﹁
菊
﹂

の
作
り
方
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
色
の

違
う
あ
ん
を
伸
ば
し
た
り
丸
め
た
り
、
筋
を

付
け
た
り
し
て
形
を
整
え
て
い
き
ま
す
。
手

の
中
で
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
﹁
練
り
切

り
あ
ん
﹂
に
歓
声
を
上
げ
な
が
ら
、
楽
し
い

時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　
自
分
達
で
和
菓
子
を
作
っ
た
後
に
は
、
マ

イ
ス
タ
ー
の
技
を
披
露
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
伝
統
の
お
饅
頭
か
ら
最
新
作
ま
で
、
い

ろ
い
ろ
な
技
法
を
目
に
し
て
、
子
ど
も
達
か

ら
は
、
驚
き
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
お
抹
茶
体
験
を
し
ま
し
た
。
マ

イ
ス
タ
ー
に
抹
茶
の
立
て
方
、
飲
み
方
の
作

法
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
順
番
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
ま
し
た
。
自
分
で
作
っ
た
﹁
練
り
切
り
﹂

と
、
友
達
が
立
て
て
く
れ
た
お
抹
茶
は
、
よ

り
お
い
し
く
感
じ
ら
れ
た
様
子
で
し
た
。

　
職
人
の
技
に
間
近
で
接
し
、
感
動
し
た
子

ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
和
菓
子
職
人
に
な
り

た
い
と
思
っ
た
子
も
い
た
よ
う
で
す
。
伝
統

文
化
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
に

も
な
っ
た
体
験
講
座
で
し
た
。
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民
具
資
料
か
ら
﹁
蒸
籠
︵
せ
い
ろ
う
︶
﹂
、

文
書
資
料
か
ら
﹁
御
成
敗
式
目
﹂
を
紹
介
し

ま
す
。

▽
蒸
籠

　
現
在
で
言
う
蒸
し
器
の
こ
と
で
、
蒸
し
物

に
広
く
使
わ

れ
ま
し
た
。

曲
物
︵
通
称

わ
っ
ぱ
︶
製

の
円
形
の
物

と
井
桁
を
組

ん
だ
箱
蒸
籠

が
あ
り
ま
す
。

　
曲
物
の
蒸
籠
に
は
、

底
板
に
小
穴
を
あ
け

て
蒸
気
を
通
す
も
の

と
、
竹
製
の
さ
な
を

敷
く
形
式
の
二
種
類

が
普
及
し
て
い
ま
し
た
。
時
代
と
し
て
は
、

竹
さ
な
式
の
方
が
新
し
く
竹
さ
な
を
用
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
蒸
気
の
通
り
が
よ
く
な
り
、

二
段
・
三
段
と
重
ね
て
蒸
す
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
箱
蒸
籠
は
初

め
か
ら
重
ね
て
使
う
も
の
と
し
て
丈
夫
に
作

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
蒸
し
器
は
自
身
の
中
に
お
湯
を
沸
か
す
部

分
が
あ
り
ま
す
が
、
蒸
籠
は
水
を
入
れ
た
お

釜
の
上
に
置
い
て
、
お
釜
で
で
き
た
水
蒸
気

に
よ
っ
て
蒸
し
上
げ
ま
す
。

︿
参
考
﹀
岩
井
広
實
・
監
修
﹃
絵
引
民
具
事

典
﹄
︵
イ
ラ
ス
ト
引
用
︶

▽
御
成
敗
式
目

　
本
書
は
、
往
来
物
の
一
つ
で
あ
り
、
発
行

は
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
た
黒
船
騒
動
の

前
年
、
嘉
永
五
年
︵
一
八
五
二
年
︶
。

　
梅
澤
先
生
と
あ
る
著
者
は
、
栗
田
流
の
書

家
・
梅
澤
敬
典
で
、
号
を
﹁
台
陽
﹂
と
称
し

た
彼
に
は
千
人
を
超
え
る
門
人
が
い
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
︵
平
凡
社
﹃
日
本
人
名
大

辞
典
﹄
︶

　
出
版
元
は
江
戸
の
書
肆
︵
出
版
社
︶
青
雲

堂
・
英
文
蔵
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
肆
は
、

東
叡
山
、
つ
ま
り
上
野
の
寛
永
寺
の
御
用
達

を
務
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
内
容
は
北
条
泰
時
が
定
め
た
鎌
倉
幕
府
の

法
令
で
法
律
書
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
、

往
来
物
同
様
寺
子
屋
で
習
字
の
手
本
と
し
て

も
多
く
使
わ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
﹃
豊
山
町
史
﹄
に
は
幕
末
・
維
新

頃
の
こ
と
と
し
て
、
青
山
に
二
軒
、
豊
場
に

七
軒
の
寺
子
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

﹃
書
窓
　
平
成
二
十
二
年
九
月
号
﹄
よ
り︵
改
︶

ま
げ
も
の

し
ょ
　
し

は
な
ぶ
さ


