
　

真
野
中
学
校
で
は
、総
合
的
な
学
習
の
時
間「
ふ
る
さ
と
か
ら
学
ぶ
」と
音
楽
科

「
日
本
の
伝
統
音
楽
」の
時
間
を
教
科
の
枠
を
越
え
、教
科
横
断
的
な
視
点
で
つ

な
が
り
を
も
た
せ
、「
私
た
ち
の
郷
土
」に
つ
い
て
の
学
び
を
深
め
て
い
ま
す
。

１　
地
域
に
伝
わ
る
民
謡
「
豊
田
音
頭
」

　

江
戸
時
代
の
道
中
音
頭
が
起
源
と
な
っ
て
い
る

豊
田
音
頭
は
、
地
蔵
を
背
負
い
、
踊
る
こ
と
で
有

名
で
す
。
真
野
小
学
校
で
豊
田
音
頭
を
学
ん
だ
生

徒
も
多
く
、
生
徒
に
は
馴
染
み
の
あ
る
民
謡
で
す
。

　

１
年
生
は
音
楽
の
授
業
で
、
地
域
の
方
か
ら
直

接
、
唄
と
踊
り
を
教
わ
り
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
、

歴
史
や
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
音
楽
そ
の
も
の
の

特
徴
を
肌
で
感
じ
、
学
び
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
は
佐
渡
民
謡
の
祝
祭
に
出
演
し
、
ま
た

今
年
度
は
豊
田
音
頭
と
ゆ
か
り
の
深
い
「
大
光

寺
」
で
の
校
外
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
学
習
の
成

果
は
、
文
化
祭
等
で
発
表
し
ま
す
。

２　
地
域
の
方
か
ら
学
ぶ
能

　

真
野
地
区
は
「
鷺
流
狂
言
」
と
の
か
か
わ
り
が

深
く
、
能
舞
台
が
多
く
現
存
し
て
い
ま
す
。
２
、

３
年
生
は
音
楽
の
授
業
で
能
の
謡
を
学
習
し
て
お

り
、
能
「
羽
衣
」
の
謡
を
地
域
の
方
と
一
緒
に
謡

う
体
験
や
所
作
な
ど
を
学
ん
で
い
ま
す
。

　

真
野
地
区
に
は
、
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史

や
文
化
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
地
域
の
宝
を
大
切

に
し
た
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
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真
野
中
学
校

が
ん
ば
っ
て
ま
す

　

相
川
一
町
目
裏
町
に
あ
る
塩し
お

竈が
ま

神
社
に

は
、
市
の
文
化
財
「
相
川
音
頭
絵
馬
」
が

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
絵
馬
は
、
約
１
ｍ
四
方
の
杉
寄
板

に
相
川
の
盆
踊
り
風
景
を
描
い
た
も
の
で

す
。
中
央
に
囃
子
方
３
人
、
そ
の
周
辺
に

仮
装
し
た
39
人
の
踊
り
手
が
輪
形
に
踊
る

構
図
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
個
性
的
な
服

装
を
し
た
踊
り
手
が
精
巧
な
筆
致
と
彩
色

に
よ
り
い
き
い
き
と
描
か
れ
て
お
り
、
そ

の
仮
装
は
、
頭
上
に
船
や
エ
ビ
の
形
を
し

た
灯
籠
を
の
せ
た
人
、
黒
布
で
顔
を
お

お
っ
た
人
、
ザ
ル
や
お
か
め
の
面
を
つ
け

た
人
、
編
笠
や
頬
か
む
り
を
し
た
人
な
ど

個
性
豊
か
で
す
。
ま
た
服
装
も
浴
衣
姿
や

羽
織
、
袴
を
着
る
人
な
ど
、
思
い
思
い
の

姿
で
す
。

　

盆
踊
り
で
、
仮
装
し
て
踊
る
風
習
は
古

く
か
ら
伝
わ
っ
て
お
り
、
あ
の
世
の
者
と
、

こ
の
世
の
者
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
、
仮
装
し
顔
を
か
く
す
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

相
川
の
盆
踊
り
の
起
源
は
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
『
異
本
佐
渡
年
代
記
』
に

よ
る
と
、
「
今
年
御
広
間
に
踊
り
あ
り
、

（
中
略
）
～
御ご

門も
ん

の
前
に
立
つ
る
」
と
記

載
さ
れ
て
お
り
、
寛
永
18
（
１
６
４
１
）

年
頃
に
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。　

　

御
門
と
は
奉
行
所
の
門
の
こ
と
で
、
盆

踊
り
に
は
、
奉
行
所
門
前
の
広
間
が
解
放

さ
れ
、
奉
行
も
見
学
す
る
習
わ
し
が
あ
っ

た
た
め
、
「
御
前
踊
り
」
と
も
呼
ば
れ
、

毎
年
６
月
上
旬
に
、
京
町
通
り
や
佐
渡
奉

行
所
跡
で
相
川
音
頭
を
踊
る
イ
ベ
ン
ト

「
宵
乃
舞
」
で
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
絵
馬
の
裏
書
に
は
文
政
４

（
１
８
２
１
）
年
の
記
述
が
あ
り
、
奉
納

さ
れ
た
年
代
が
分
か
っ
て
お
り
、
表
面
に

は
絵
師
「
藤ふ
じ

原わ
ら

蘭ら
ん

英え
い

」
の
銘
と
押
印
も
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

世
界
遺
産
推
進
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