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こ
ち
ら
か
ら

各
学
年
だ
よ

り
等
が
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン

か
ら
も
ご
覧

で
き
ま
す
。
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高
校
受
験
に
向
け
て

三
年
生
は
、
高
校
受
験
に
向
け
て
面

接
指
導
を
受
け
て
い
ま
す
。
同
時
に
、

過
去
の
面
接
内
容
や
特
色
選
抜
試
験
の

実
施
内
容
等
の
資
料
も
配
付
し
ま
し

た
。
早
め
の
準
備
に
越
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

仮
に
今
日
が
面
接
試
験
の
当
日
だ
っ

た
と
し
た
ら
、
お
子
さ
ん
は
合
格
点
で

す
か
？
【
服
装
・
髪
型
・
態
度
・
話
し

方
・
内
容
】
特
に
服
装
・
髪
型
・
態
度

・
話
し
方
は
ご
家
庭
で
も
注
意
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
最
近
お
子
さ
ん
の
書
く
文
章
を
読

ん
で
い
ま
す
か
？

子
ど
も
達
の
文
章
を
読
む
と
、

①
変
形
文
字
を
使
っ
て
い
る

②
文
字
を
丁
寧
に
書
か
な
い

③
文
字
が
薄
く
て
読
め
な
い

④
内
容
が
伝
わ
ら
な
い

⑤
自
分
の
考
え
が
な
い

①
②
③
で
は
、
入
試
で
は
読
ん
で
も
ら

え
ま
せ
ん
。
④
⑤
で
は
、
点
数
が
も
ら

え
ま
せ
ん
。
書
く
内
容
を
整
理
し
、
必

ず
読
み
直
し
、
内
容
を
確
認
す
る
よ
う

一
言
言
っ
て
下
さ
い
。
一
度
お
子
さ
ん

の
文
章
を
読
ん
で
み
て
下
さ
い
。

『
や
ら
な
け
れ
ば
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
』

最
終
的
に
は

『
や
っ
た
も
の
に
か
な
い
ま
せ
ん
』

聴
く
こ
と
は

聴
（
ゆ
る
）
す
こ
と

↓聞
き
入
れ
る

聴
い
て
も
ら
え
な
い

自
分
の
存
在
を
否
定
さ
れ
た

心
が
安
定
す
る
と
生
活
も
安
定
し
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
に
は
の
こ
り
少
な
く

な
っ
た
二
学
期
を
安
定
し
て
過
ご
し
て

ほ
し
い
で
す
。
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心
と
環
境
を
整
え
て

人
間
の
行
動
で
意
外
と
時
間
を
取
ら

れ
て
い
る
の
は
「
探
し
物
」
の
時
間
で

あ
る
と
、
本
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
べ
き
所
に
物
が
な
い
。
焦
り

で
あ
っ
た
り
苛
つ
き
で
あ
っ
た
り
、
と

に
か
く
心
が
落
ち
着
い
て
い
な
い
状
況

に
な
り
ま
す
。
言
う
な
れ
ば
「
心
が
整

理
さ
れ
て
い
な
い
状
況
」
で
す
。
「
整

理
整
頓
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

「
整
頓
整
理
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
、
散
ら
か
っ
た
も
の
を
整
え
る
時

の
順
序
も
、
整
理
の
後
に
整
頓
し
た
方

が
良
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
か

ら
だ
そ
う
で
す
。
整
理
は
、
乱
れ
た
状

態
に
あ
る
も
の
を
整
え
る
こ
と
、
不
要

な
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
を
意
味
し
、

整
理
の
「
理
」
は
、
道
理
や
理
論
な
ど

を
表
し
、
「
物
事
の
筋
道
」
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
筋
道
に
沿

う
よ
う
整
え
る
の
が
「
整
理
」
。
整
頓

も
、
整
っ
た
状
態
に
す
る
、
片
付
け
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
が
、
整
理
の
よ
う

に
不
要
な
も
の
を
取
り
除
く
と
い
う
意

味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
整
頓
の

「
頓
」
も
「
整
え
る
」
と
い
う
意
味
で
、

と
に
か
く
整
え
る
こ
と
、
正
し
い
位
置

に
き
ち
ん
と
置
く
の
が
「
整
頓
」
だ
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

自
分
の
心
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
を

「
整
理
整
頓
」
し
、
目
標
に
向
か
っ
て

ほ
し
い
で
す
。

聴
く
こ
と

子
ど
も
た
ち
は
、
逃
げ
る
こ
と
が
で

き
な
い
現
実
（
高
校
受
験
勉
強
）
を
受

け
止
め
、
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
実
行
（
学
習
）
し
て
い
ま
す
。

も
し
お
子
さ
ん
の
「
や
る
気
」
が
感

じ
な
い
と
き
は
、
何
か
不
満
を
抱
え
て

い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

す
ぐ
に
叱
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
話

を
聴
い
て
あ
げ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
や
る
気
が
な
い
み
た
い
だ
け
ど
、
ど

う
し
た
の
？
」

と
一
対
一
で
聴
い
て
く
だ
さ
い
。

ア
メ
リ
カ
で
の
面
白
い
実
験
が
あ
り

ま
す
。

ま
ず
、
部
下
が
不
満
を
持
っ
て
い
る

場
合
は
、
責
任
あ
る
上
司
が
丁
寧
に
話

を
聴
い
て
あ
げ
る
と
、
原
因
が
除
去
さ

れ
な
く
て
も
不
満
の
七
～
八
割
は
消
え

た
そ
う
で
す
。
「
つ
ま
り
人
間
は
聴
い

て
ほ
し
い
」
動
物
な
の
で
す
。

保
護
者
と
し
て
厳
し
く
上
か
ら
物
を

言
い
た
く
な
る
の
は
当
然
で
す
が
、
ま

ず
お
子
さ
ん
の
話
を
真
正
面
か
ら
聴
い

て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

人
は
、
聴
い
て
も
ら
う
こ
と
で
自
ら

の
存
在
を
許
さ
れ
た
安
心
感
に
満
た
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
会
話
を
交
わ
す
こ
と

で
、
自
分
の
考
え
、
ア
イ
デ
ア
、
感
情

を
認
識
す
る
事
が
で
き
ま
す
。


