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第１回

「四つの窓」「白くまくん」

　

四
月
。
子
ど
も
に
と
っ
て
も
、
教
師
に
と
っ

て
も
、
期
待
と
不
安
の
入
り
混
じ
っ
た
季
節
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
年
の
始
ま
り
。
新
し

い
仲
間
と
「
一
年
間
過
ご
し
て
い
こ
う
！
」
と

安
心
感
を
持
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
て
ほ
し
い
。
そ

ん
な
願
い
を
持
ち
な
が
ら
、
新
し
い
ク
ラ
ス
に

立
っ
て
い
ま
す
。

　

学
級
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
社
会
生

活
の
原
体
験
」
と
な
る
場
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
子
た
ち
が
大
人
に
な
っ
た
と
き
、
会
社

や
地
域
で
、
ど
ん
な
場
が
「
心
地
い
い
」
と
感

じ
る
の
か
…
。「
心
地
い
い
」
と
感
じ
る
原
点

は
、「
学
校
」
や
「
学
級
」
に
あ
る
。
誰
も
が

「
心
地
い
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
場
が
社
会
に
増
え

れ
ば
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
に
な
る
と
、

僕
は
思
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
自
分
を
、
自
分
の

力
を
発
揮
で
き
る
場
を
つ
く
る
。
教
師
の
役
割

は
、
そ
ん
な
「
場
づ
く
り
」
に
尽
き
る
と
思
う

の
で
す
。

　
「
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
」
と
は
、「
メ
ン
バ
ー
が

緊
張
し
て
固
ま
っ
て
い
る
空
気
感
や
雰
囲
気
を

和
ら
げ
る
」
活
動
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
四
月

の
学
級
の
よ
う
な
場
で
は
、
お
互
い
を
よ
く
知

ら
な
い
こ
と
で
緊
張
状
態
が
生
ま
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

　

心
理
学
者
の
Ｊ
・
Ｒ
・
ギ
ブ
は
「
人
間
は
、

自
分
自
身
お
よ
び
他
人
を
よ
り
よ
く
受
容
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
通
し
て
成
長
す
る
こ
と
を

学
ぶ
」
と
提
唱
し
ま
し
た
。
ま
た
、
生
活
の
中

に
あ
る
防
衛
的
風
土
を
土
台
と
し
た
「
四
つ
の

懸
念
」
が
成
長
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
と
考
え

た
そ
う
で
す
。
そ
の
一
つ
に
、「
受
容
懸
念
」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
こ
こ
に
い
る
人
は
ど

ん
な
人
な
の
だ
ろ
う
、
私
は
こ
の
人
た
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
怖
さ
で

す
。
こ
の
「
受
容
懸
念
」
が
解
消
さ
れ
る
と
、

メ
ン
バ
ー
間
の
信
頼
関
係
が
築
か
れ
て
い
き
ま

す
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
や
他
人
を
よ
り
よ
く

受
容
で
き
る
よ
う
に
な
り
、「
成
長
」
に
つ
な
が

る
の
で
す
。
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「
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
」
は
、
こ
の
「
受
容
懸

念
」
を
解
消
す
る
活
動
と
も
言
え
ま
す
。

四
つ
の
窓

　

い
ま
だ
に
何
度
も
読
み
返
す
本
に
、『
の
び
や

か
に
自
分
に
な
る
』（
伊
勢
達
郎
著
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｃ
幼

児
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
い
う
本
が

あ
り
ま
す
。
徳
島
県
に
あ
る
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｃ
と
い
う

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
代
表
の
方
が
書
か
れ
た
本
で

す
。
こ
こ
に
書
か
れ
た
言
葉
を
、
折
に
触
れ
て

読
み
返
し
て
い
ま
す
。
以
下
、
本
の
中
か
ら
一

番
好
き
な
個
所
を
紹
介
し
ま
す
。

　
「
子
ど
も
の
た
め
を
思
っ
て
、
ほ
め
る
こ

と
、
し
か
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
か
え
っ

て
自
己
主
導
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
子
ど
も

の
生
命
に
影
を
落
と
す
こ
と
が
あ
る
。
大
人

は
一
度
、
自
分
の
価
値
観
で
子
ど
も
を
支
配

し
よ
う
と
す
る
思
惑
や
、
子
ど
も
を
教
え
導

く
と
い
う
教
育
観
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
は
私
た
ち
大
人
の

思
惑
、
価
値
観
を
越
え
て
成
長
し
て
い
く
存

在
だ
か
ら
で
あ
る
。
善
悪
を
交
え
ず
、
あ
り

の
ま
ま
の
子
ど
も
を
受
け
止
め
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
子
ど
も
の
『
今
』
を
忘
れ
て
、『
明

日
』
に
と
ら
わ
れ
て
い
ま
い
か
、
大
切
な
こ

と
は
目
の
前
の
子
ど
も
の
等
身
大
の
姿
を
、

た
だ
認
め
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。『
認
め
る
』

と
い
う
こ
と
は
、『
ほ
め
る
』
と
い
う
こ
と
と

は
明
ら
か
に
ち
が
う
行
為
で
あ
り
、『
認
め
る

教
育
』
で
人
は
の
び
や
か
に
自
分
に
な
る
…

（
中
略
）
…
子
ど
も
は
、
自
分
を
認
め
て
く
れ

る
大
人
を
鏡
と
し
、
自
ら
を
整
え
、
建
設
的

な
方
向
へ
進
む
力
を
内
在
し
て
い
る
の
だ
。」

　

こ
の
文
章
を
読
み
返
す
た
び
に
、
子
ど
も
た

ち
と
自
分
と
の
か
か
わ
り
方
を
見
つ
め
直
し
て

い
ま
す
。

　

学
校
で
は
、
子
ど
も
を
「
ほ
め
る
」
こ
と
で

よ
さ
を
伸
ば
す
、「
叱
る
」
こ
と
で
子
ど
も
た
ち

を
導
く
、
と
い
う
考
え
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
そ
の
「
ほ
め
る
」
や
「
叱
る
」
が

子
ど
も
た
ち
を
教
師
の
、
大
人
の
都
合
の
い
い

よ
う
に
「
型
に
は
め
て
い
る
」
よ
う
に
感
じ
て

し
ま
う
と
き
も
あ
る
の
で
す
。

　

言
葉
と
し
て
は
「
ほ
め
て
」
い
る
し
、
子
ど

も
も
「
う
れ
し
そ
う
」
に
は
し
て
い
る
。
け
れ

ど
「
届
い
て
い
な
い
」
感
じ
が
す
る
。「
ほ
め

る
」
行
為
、「
叱
る
」
行
為
は
、「
あ
り
の
ま
ま
」

で
は
な
い
「
こ
う
あ
る
べ
き
」
と
い
う
価
値
観

で
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ほ
め
ら
れ

て
も
、
し
か
ら
れ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
は
「
こ

う
あ
る
べ
き
」
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
…
。

　
「
こ
う
あ
る
べ
き
」
と
い
う
価
値
観
を
手
放

し
、「
あ
り
の
ま
ま
」
を
認
め
る
こ
と
で
、
子
ど

も
た
ち
は
本
当
に
安
心
し
、
自
ら
の
力
で
伸
び

て
い
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の

「
あ
り
の
ま
ま
」
を
認
め
ら
れ
て
い
る
か
な
…
、

そ
う
思
い
な
が
ら
、
教
壇
に
立
つ
毎
日
で
す
。

白
く
ま
く
ん
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：
サ
イ
コ
ロ
の
中
央
、「
１
」
の
目
が
あ

る
場
所
を
「
ア
ザ
ラ
シ
の
穴
」
に
見
立
て
て

い
ま
す
。
奇
数
の
と
き
は
中
心
に
印
が
あ
る

の
で
「
穴
が
あ
る
」
状
態
、
偶
数
の
と
き
は

中
心
に
印
が
な
い
の
で
、「
穴
は
な
い
＝
○

頭
の
白
く
ま
が
エ
サ
を
捕
れ
な
い
」
と
な
り

ま
す
（
図
２
）。


