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お
互
い
に
友
だ
ち
を
大
切

に
す
る
気
持
ち
と
、
言
葉
の

使
い
方
に
注
意
が
大
切
と
い

う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

幸手小学校 3年生
井上仁太さん

「ツンツン言葉とポカポカ言葉」
　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
コ
ロ
ナ
感
染
か

ら
差
別
が
起
こ
っ
て
い
る
の

で
、
相
手
の
気
持
ち
を
考
え

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

権現堂川小学校 6年生
榎本理杏さん

「人間らしく生きるためには」

　

少
子
高
齢
化
問
題
な
ど
か

ら
、
少
し
で
も
高
齢
者
の
笑

顔
が
増
え
る
よ
う
に
行
動
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

東中学校 3年生
堀江千智さん

「高齢者の笑顔」
　

一
人
ひ
と
り
が
差
別
問
題

を
し
っ
か
り
考
え
な
い
と
、

差
別
は
な
く
な
ら
な
い
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。

西中学校 2年生
西山桜子さん

「アイヌの人々の願い」

　

人
が
傷
つ
く
言
葉
は
悲
し

く
、
花
に
た
と
え
る
と
咲
か

す
も
枯
ら
す
も
言
葉
と
い
う

こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

さくら小学校 6年生
御代田心七さん

「育てよう心の花を」
　

後
悔
を
し
な
い
よ
う
に
、

人
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を

学
び
ま
し
た
。

幸手中学校 1年生
中西美羽さん

「人を思う気持ち」

　

や
さ
し
い
心
や
言
葉
は
、

お
互
い
を
幸
せ
に
し
て
く
れ

ま
す
。
み
ん
な
に
や
さ
し
く

し
て
あ
げ
た
い
で
す
。

長倉小学校 3年生
村田樹璃さん
「やさしい心」
　

自
分
が
ど
う
し
て
あ
げ
た

い
か
で
は
な
く
、
相
手
が
ど

う
し
て
ほ
し
い
か
を
考
え
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

さかえ小学校 2年生
渡邉真穂さん

「あいてのきもち」

　

困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら

助
け
ら
れ
る
人
に
な
り
た
い

で
す
。
大
人
に
な
っ
た
ら
警

察
官
に
な
り
た
い
で
す
。

八代小学校 3年生
張ヶ谷莉桜さん

「声をかけるの？」
　

友
だ
ち
を
大
切
に
し
、
お

互
い
の
い
い
と
こ
ろ
を
見
つ

け
合
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

行幸小学校 4年生
秋葉大輔さん

「ゆっくり仲良くなろう」

　

自
分
か
ら
進
ん
で
挨
拶
が

で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
自
分

か
ら
あ
い
さ
つ
す
る
大
切
さ

を
学
び
ま
し
た
。

上高野小学校 4年生
白鳥理人さん

「あいさつの大切さ」
　

人
と
の
差
別
を
な
く
す
た

め
に
、
自
分
の
身
近
な
と
こ

ろ
か
ら
差
別
を
な
く
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。

吉田小学校 6年生
大橋詩音さん

「人との差別がなくなる社会に」

　

12
月
６
日（
日
）北
公
民
館
で
、
無
観
客
の
中
、
人
権
作
文
発
表

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
発
表
し
た
児
童
・
生
徒
と
そ
れ
ぞ
れ
の
コ

メ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

※
作
品
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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発
表

出
前
授
業「
年
賀
状
の
書
き
方
」

　

12
月
３
日（
木
）さ
か
え
小
学
校
４
年
生
児
童

を
対
象
に
、
郵
便
局
職
員
に
よ
る「
年
賀
状
の
書

き
方
授
業
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

学
習
の
め
あ
て
は
、
友
達
や
親
戚
、
お
世
話

に
な
っ
た
人
と
の
心
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
す

る
こ
と
。
ま
た
、
手
紙
の
や
り
と
り
が
少
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
児
童
に
と
っ
て
、
心
と
心
を

つ
な
ぐ
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
手
紙
の
役
割
を

認
識
さ
せ
、
心
の
こ
も
っ
た
年
賀
状
の
書
き
方

を
学
ぶ
こ
と
で
す
。

　

昨
年
は
、
休
校
中
の
生
活
の
中
で
感
じ
た「
あ

り
が
と
う
」の
気
持
ち
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
表
し
た

「
あ
り
が
と
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
作
文
」な
ど
、
手
紙

を
通
じ
て
心
と
心
を
つ
な
ぎ
、
表
現
力
や
感
性

を
は
ぐ
く
ん
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
気
持
ち
を
大
切
に
、
新
し
い
年
を
新
た

な
気
持
ち
で
ス
タ
ー
ト
す
る
た
め
に
、
児
童
は

年
賀
状
の
書
き
方
を
学
び
、
実
際
に
年
賀
状
を

書
い
て
い
き
ま
す
。

　

何
枚
書
く
予
定
で
す
か
？
と
問
う
と
、「
お

じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
２
～
３
枚
か

な
！
」「
私
は
20
枚
書
き
ま
す
！
」な
ど
の
声
が

聞
こ
え
ま
し
た
。

さかえ小から「あけましておめでとうございます！」

一般的な年賀はがきの表に、
今年の干支である丑

うし

が 5 頭描
かれています。みなさんもこ
の機会に探してみてはいかが
でしょうか？

ポ
ン
！

行
幸
小「
能
楽
」を
学
ぶ

　

12
月
８
日（
火
）行
幸
小
学
校
の
全
児
童
を
対
象

に
、
京
都
能
楽
囃
子
方
同
明
会
に
よ
る「
囃
子
堂
」

の
講
演
と
演
奏
を
聴
く
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
触

れ
る
授
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
能
楽
」は
、
演
劇
と
舞
、
音
楽（
謡

う
た
い
・
器き

が
く楽
）

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
総
合
芸
術
で
、
そ
の

内
の
器
楽
を
担
当
す
る
演
者
を
囃
子
方
と
言
い
、

楽
器
の
種
類
は
笛
・
小こ

つ
づ
み鼓
・
大

お
お
つ
づ
み
鼓
・
太
鼓
が
あ
り
、

こ
れ
を
総
称
し
て
四し

び
ょ
う
し

拍
子
と
言
い
ま
す
。

　

代
表
児
童
が
前
日
か
ら
練
習
し
た
小
鼓
を
、
舞

台
で
囃
子
方
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
叩
く
一
面
も
。

　

同
明
会
の
谷
口
正
壽
理
事
は「
み
ん
な
い
い
音

を
鳴
ら
し
て
い
ま
し
た
。
１
日
で
よ
く
お
稽
古

で
き
た
と
思
い
ま
す
。」と
、
ま
た
郷
土
芸
能
ク

ラ
ブ
の
児
童
に
対
し「
日
本
の
伝
統
芸
能
は
、
礼

に
始
ま
り
礼
に
終
わ
り
ま
す
。
芸
能
は
神
様
に

捧
げ
る
も
の
で
す
の
で
、
間
と
ノ
リ
を
大
切
に

楽
し
ん
で
演
奏
し
て
く
だ
さ
い
。」と
エ
ー
ル
を

送
り
ま
し
た
。

　

郷
土
芸
能
ク
ラ
ブ
の
渡
邊
彩
羽
さ
ん
は「
い
つ

も
の
郷
土
芸
能
と
は
異
な
る
能
楽
を
見
れ
る
の

で
楽
し
み
で
し
た
。
郷
土
芸
能
ク
ラ
ブ
も
、
今

は
発
表
の
場
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
生
懸
命
練

習
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
地
域
の
み
な
さ
ん
と

一
緒
に
大
杉
ば
や
し
を
演
奏
し
た
い
で
す
！
」と

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

（於：北公民館）小鼓を叩くポーズで、よぉ～ポン！

▼

渡邊彩羽さん

▼

小鼓を叩く代表児童
ノリ：能楽用語でリズムの取り方


