
○
「
あ
い
さ
つ
」 

を
テ
ー
マ
に 

「
寒
い
ね
。
こ
れ
ど

う
！
」「
う
ま
い
ね
！
」

市
場
で
黙
っ
て
買
い
物

す
る
人
は
い
な
い
。
話
す

中
で
買
う
人
も
売
る
人

も
ど
ん
ど
ん
近
づ
く
。

「
道
徳
の
ま
ち
笠
松
」
推

進
会
議
で
は
、
一
月
三
十
日
に
、
松
枝
公
民

館
で
「
あ
い
さ
つ
の
あ
る
ま

ち
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
し
て
い
る
方
、
学

校
の
先
生
、「
道
徳
の
ま
ち

笠
松
」
の
関
係
者
な
ど
二
十
二
名
が
集
ま
り
、

意
見
を
交
流
し
ま
し
た
。 

○
引
き
継
が
れ
る 

永
平
寺
中
学
校
の
一
礼
！ 

平
成
二
十
年
七
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
「
鶴
瓶

の
家
族
に
乾
杯
」
で
、
福
井
県
永
平
寺
中
学

校
の
あ
い
さ
つ
が
全
国
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

登
下
校
時
に
、
生
徒
が
校
門
前
に
立
ち
止
ま

り
、
校
舎
に
向
か
っ
て
一
礼
し
ま
す
。
自
転

車
通
学
の
生
徒
も
自
転
車
か
ら
降
り
て
一
礼

し
ま
す
。
学
校
へ
の
敬
意
や
感
謝
、
自
分
の
心

に
節
目
を
つ
く
る
た
め
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

姿
は
、
開
校
以
来
六
十
数
年
引
き
継
が
れ
て
い

ま
す
。
全
国
の
視
聴
者
か
ら
賞
賛
や
問
い
合

わ
せ
な
ど
大
き
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
生
徒
達
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ

と
な
の
に
、

ど
う
し
て

ほ
め
ら
れ

る
の
か
不

思
議
に
感

じ
た
と
い
い
ま
す
。
登
下
校
時
に
校
門
で
校

舎
に
向
か
っ
て
一
礼
す
る
こ
と
は
、
こ
の
町

で
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
。 

○ 

町
の
風
土
を
つ
く
る 

こ
の
町
は
、
曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
の
門

前
町
。
永
平
寺
の
文
化
が
浸
透
し
、
学
校
で

も
家
庭
で
も
地
域
で
も
「
礼
の
心
」
が
大
切
に

さ
れ
、
生
活
の
一
部
と
な
っ
て
い
ま
す
。
校

舎
へ
の
一
礼
も
そ
の
ひ
と
つ
。人
や
物
に
感
謝

し
た
り
、
謙
虚
に
自
分
を
見
つ
め
た
り
す
る

「
礼
の
心
」
は
こ
の
地
の
伝
統
と
な
り
、
風
土

と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

わ
が
町
笠
松
も
心
を
大
切
に
す
る
町
に
し

た
い
。
身
近
な
あ
い
さ
つ
か
ら
笠
松
の
風
土
を

つ
く
る
。
み
ん
な
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。 
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「あいさつのあるまちづくり」について 

グループごとに話し合う 
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あ
い
さ
つ
の
あ
る 

ま
ち
づ
く
り(

１) 


