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学
校
教
育
の
中
で
、「
あ
い
さ
つ
が
大
切
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で

取
り
上
げ
ら
れ
、
指
導
・
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
人
間
関
係
や
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
く
端
緒
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　

あ
い
さ
つ
と
い
う
と
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
朝
、
人
と
会
っ
た
と
き

は
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」、食
事
の
前
は
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
、

決
ま
り
文
句
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
共
通
語
で
は
、
こ

の
よ
う
な
定
型
的
表
現
が
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
各
地
の
方
言

を
見
て
み
る
と
、
少
し
違
っ
た
世
界
が
見
え
て
く
る
。

　

次
の
会
話
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
収
録
さ
れ
た
、
朝
の
出
会
い
の
場
面
の
や
り

と
り
の
一
部
で
あ
る
（
地
名
は
収
録
時
の
も
の
）。

　

① 

群
馬
県
利と

根ね

郡ぐ
ん

利と

根ね

村む
ら

　
　

Ｋ
：
は
あ
〔
＝
も
う
〕　

起
き
た
か
い
。

　
　

Ｙ
：
は
い
よ
、
早は
い

い
む
し
〔
＝
早
い
ね
〕、
Ｋ
さ
ん
。

　
　

Ｋ
：
あ
あ
、
早は
い

か
っ
た
む
し
。

　

② 

愛
媛
県
越お

智ち

郡ぐ
ん

伯は

方か
た

町
ち
ょ
う

　
　

Ｈ
：
あ
り
ゃ
、
Ｃ
や
ん
。

　
　

Ｃ
：
は
い
、
は
い
。

　
　

Ｈ
：
会お

う
た
の
う
、
こ
こ
で
。
ど
こ 

行
き
ょ
ー
ん
。

　
　

Ｃ
：
瀬せ

戸と

浜は
ま

へ　

行
き
ょ
ー
ん
の
よ
。

                  （
国
立
国
語
研
究
所
編
『
方
言
談
話
資
料
』
⑼
⑽
よ
り
）

　

こ
こ
に
は
、「
お
は
よ
う
」
に
あ
た
る
よ
う
な
一
言
の
決
ま
り
文
句
の
表
現
が

見
当
た
ら
な
い
。代
わ
り
に
、相
手
の
様
子
や
そ
の
場
の
状
況
に
合
わ
せ
た
ち
ょ
っ

と
し
た
こ
と
ば
を
掛
け
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
あ
い
さ
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
天
候
が
話
題
と
な
る
こ
と
も
多
い
。
国
立
国
語
研
究
所
編
『
方
言
文
法
全
国

地
図
』
第
３
４
９
図
に
よ
る
と
、
朝
の
出
会
い
の
場
面
で
、
こ
の
よ
う
に
定
型
の

あ
い
さ
つ
こ
と
ば
に
よ
ら
な
い
傾
向
は
、
全
国
的
に
見
る
と
、
特
に
、
東
北
北
部
、

九
州
南
部
・
沖
縄
な
ど
周
辺
部
地
域
に
多
く
見
ら
れ
る
。

　

柳や
な
ぎ

田だ

国く
に

男お

は
『
毎
日
の
言
葉
』（
一
九
四
六
年
自
序
）
の
中
で
、「
早
朝
の
言
葉
、

こ
れ
は
今
ほ
と
ん
と
オ
ハ
ヨ
ウ
の
一
つ
に
統
一
し
か
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
何
を

言
う
つ
も
り
な
の
か
も
不
明
に
な
り
か
か
っ
て
い
ま
す
が
」（
教
育
出
版
『
読
ん

で
お
き
た
い
日
本
の
名
作
』
１
１
７
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
が
、右
の
会
話
は
、

オ
ハ
ヨ
ウ
に
「
統
一
」
さ
れ
る
以
前
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

定
型
的
な
決
ま
り
文
句
に
よ
ら
な
い
あ
い
さ
つ
は
、
言
い
回
し
に
も
特
徴
が
あ

る
。「
は
い
よ
、
早
い
む
し
、
Ｋ
さ
ん
」「
あ
り
ゃ
、
Ｃ
や
ん
。
会
う
た
の
う
」
の

よ
う
に
、
感
動
詞
、
呼
び
か
け
、
終
助
詞
と
い
っ
た
、
相
手
と
自
分
と
の
関
係
を

積
極
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
ば
の
仕
掛
け
が
い
ろ
い
ろ
と
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
言
の
決
ま
り
文
句
の
や
り
と
り
に
比
べ
、
よ
り
具
体
的
な
場
面
と
人
間
関
係
を

前
提
と
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
あ
っ
、
○
○
ち
ゃ
ん
、
髪
切
っ
た
ん
だ
。」「
お
、
○
○
、
来
て

た
の
？
」
な
ど
の
表
現
を
身
近
で
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
実
は
こ
こ
に
は
、
方

言
の
非
定
型
あ
い
さ
つ
と
共
通
す
る
、
話
題
選
び
と
こ
と
ば
の
仕
掛
け
が
使
わ
れ

て
い
る
。「
人
間
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
く
端
緒
」
と
い
う
あ
い
さ

つ
の
機
能
を
考
え
た
と
き
、
共
通
語
社
会
に
お
い
て
も
、
こ
う
い
っ
た
非
定
型
の

や
り
と
り
の
意
味
を
今
一
度
見
直
し
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
―
―
。
方
言

の
世
界
か
ら
戻
っ
て
き
て
改
め
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
。

あ
い
さ
つ
は
決
ま
り
文
句
？

三
井 

は
る
み
　

国
立
国
語
研
究
所

理
論
・
構
造
研
究
系
助
教

み
つ
い
　
は
る
み
　
東
京
都
出
身
。
東
北
大
学
大
学
院
修
了
。
昭
和
女
子

大
学
講
師
を
経
て
現
職
。
首
都
圏
を
含
む
日
本
語
の
地
域
差
・
方
言
に
つ

い
て
研
究
し
て
い
る
。
編
著
書
等
に
『
方
言
学
の
技
法
』(

岩
波
書
店)

、『
方

言
学
入
門
』(

三
省
堂)

、『
首
都
圏
の
言
語
の
実
態
と
動
向
に
関
す
る
研
究
』

（
国
立
国
語
研
究
所
　http://w

w
w
.ninjal.ac.jp/shutoken/

）
が
あ
る
。
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子
ど
も
の
生
活
を
意
識
し
て
こ
と
ば
を
育
む
た
め

に
、
あ
る
い
は
、
生
活
の
中
で
の
こ
と
ば
を
育
む
た

め
の
「
言
語
活
動
の
日
常
化
」
を
構
想
し
た
い
。

　

こ
こ
で
い
う
言
語
活
動
と
は
、
学
習
指
導
要
領
に

お
い
て
、
基
本
的
な
言
語
能
力
向
上
の
た
め
に
わ
ざ

わ
ざ
示
さ
れ
た
言
語
活
動
例
の
よ
う
な
具
体
的
な
学

習
活
動
で
あ
る
。

国語

　

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
言
語
活
動
の
充
実
」

が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
現
場
で
は
「
言
語

活
動
」
が
流
行
語
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　
「
流
行
」
を
揶や

揄ゆ

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時

代
の
趨す

う

勢せ
い

に
合
わ
せ
て
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
と
な

り
、
そ
こ
に
お
け
る
「
要
諦
」
と
も
な
る
語
が
流
行

語
の
ご
と
く
現
場
に
広
が
る
の
だ
ろ
う
。
い
や
、
多

分
に
自
然
発
生
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
に

お
け
る
実
践
の
重
点
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

意
図
的
に
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の

「
語
」
を
現
場
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
受
け
止
め
、

実
践
に
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

　

こ
の
「
言
語
活
動
」
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
国

語
科
と
い
う
教
科
の
枠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
校
教
育

全
般
に
お
い
て
子
ど
も
の
言
語
能
力
の
向
上
が
求
め

ら
れ
る
な
か
で
の
「
流
行
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
国

語
科
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
中
央
教
育
審
議
会
答
申

を
受
け
た
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
要
点
と
し
て
「
言

語
活
動
の
充
実
」
が
掲
げ
ら
れ
、
新
た
に
「
言
語
活

動
例
」
が
、
具
体
的
に
学
習
指
導
要
領
の
内
容
に
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。（『
小
学
校
学

習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
』参
照
。以
下『
解
説
』。）

　

細
か
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ

の「
言
語
活
動
例
」と「
言
語
活
動
」の
相
違
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
言
語
活
動
」
と
い
う
語
は
新
し
い
も

の
で
は
な
い
。
例
え
ば
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
「
ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ
」
の
訳
語
に
あ
て
ら
れ
も
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
言
語
活
動
と
は
、
人
間
に
特
有
の

言
語
能
力
で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
能
力
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
何
か
特
別
な
「
活
動
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

ま
さ
に
人
間
と
し
て
の
日
常
の
言
語
使
用
が
「
言
語

活
動
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
言
語
活
動
を
広
義
に
捉
え
る
と
、
言

語
活
動
の
な
い
学
習
活
動
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な

る
。
な
ん
ら
か
の
言
語
活
動
が
あ
る
か
ら
こ
そ
学
習

活
動
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
お
さ
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
多
様
な
言
語
活
動
を

ど
う
「
充
実
」
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
に
「
言
語
活
動
例
」
と
い
う
具
体
的
な
学
習

活
動
例
が
示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
『
解
説
』
に
は
「
学
校
や
児
童
の
実
態
に
応
じ
て
、

は
じ
め
に

国語

成
蹊
小
学
校
教
諭
、
宮
城
教
育
大
学
教
授
を
経
て
本

年
度
よ
り
現
職
。
学
校
現
場
で
の
実
践
経
験
を
基
盤

に
、
子
ど
も
の
側
に
立
っ
た
こ
と
ば
の
学
び
の
あ
り

方
を
考
究
し
て
い
る
。

木き
の
し
た下

ひ
さ
し

 

聖
心
女
子
大
学

　
　
文
学
部
教
授 

学
習
と
し
て
の
日
常
化
か
ら
生
活
の

中
の
日
常
化
へ

「
言
語
活
動
」
の
日
常
化
を
考
え
る

特集

「
言
語
活
動
」
と
「
言
語
活
動
例
」



4

様
々
な
言
語
活
動
を
工
夫
し
、
そ
の
充
実
を
図
っ
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
例
」は
あ
く
ま
で「
例
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
実

態
」す
な
わ
ち
目
前
の
子
ど
も
た
ち
の
今
に
即
し
て
、

具
体
的
な
言
語
活
動
が
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

同
様
に
「
流
行
」
と
し
て
は
失
礼
か
も
し
れ
な
い

が
、「
単
元
を
貫
く
言
語
活
動
」
と
い
う
活
動
に
お

い
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
言
語
活
動
が
な
け
れ
ば
単
元
に
お
け
る

学
習
活
動
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
問
わ
れ

る
べ
き
は
、
具
体
的
な
活
動
例
を
通
し
て
、
単
元
に

お
い
て
言
語
の
学
習
活
動
が
成
立
し
て
い
る
か
ど
う

か
な
の
で
あ
る
。具
体
的
な
何
か
が
で
き
あ
が
れ
ば
、

そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、「
貫
く
」
こ
と
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
、

主
体
性
や
創
造
性
が
減
じ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
本

末
転
倒
で
あ
る
。

　

言
語
（
学
習
）
活
動
と
は
、基
本
的
な
「
話
す
」「
聞

く
」「
書
く
」「
読
む
」
と
い
っ
た
言
語
活
動
に
よ
っ

て
、そ
の
能
力
が
高
ま
る
活
動
で
あ
り
、「
想
像
」「
思

考
」「
創
造
」
と
い
っ
た
内
的
な
、
内
言
あ
る
い
は

自
己
内
対
話
に
よ
る
活
発
な
活
動
で
も
あ
る
。

　

こ
の
学
習
活
動
は
限
ら
れ
た
国
語
科
の
授
業
の
中

だ
け
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
活
動
と
し
て
そ

の
他
の
時
間
、
日
常
に
つ
な
が
っ
て
い
く
べ
き
も
の

で
あ
る
。

　

学
習
指
導
要
領
の
本
文
で
「
日
常
」
の
語
が
使
用

さ
れ
て
い
る
の
は
、
小
学
校
で
は
「
伝
統
的
な
言
語

文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」に
お
い
て「
日

常
よ
く
使
わ
れ
る
敬
語
の
使
い
方
に
慣
れ
る
こ
と
」

の
一
文
の
み
で
あ
る
。
中
学
校
に
な
る
と
一
年
生
の

各
領
域
の
目
標
で
「
日
常
生
活
」
が
出
て
く
る
。
ち

な
み
に
二
、三
年
生
に
な
る
と
「
社
会
生
活
」
に
代

わ
る
。

　

一
方
、『
解
説
』
に
お
い
て
は
、
中
央
教
育
審
議

会
答
申
を
受
け
て
、「
日
常
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る

記
録
、
説
明
、
報
告
、
紹
介
、
感
想
、
討
論
な
ど
の

言
語
活
動
を
具
体
的
に
例
示
」
と
か
「
国
語
の
能
力

を
調
和
的
に
育
て
実
生
活
で
生
き
て
働
く
よ
う
に
」

と
い
っ
た
よ
う
に「
日
常
生
活
」あ
る
い
は「
実
生
活
」

と
い
う
語
が
散
見
す
る
。（
な
お
、「
日
常
生
活
」と「
実

生
活
」
は
ほ
ぼ
同
義
と
し
て
捉
え
て
お
く
。
中
教
審

答
申
本
文
で
も
両
方
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。）

　

日
常
生
活
に
本
当
に
記
録
や
ら
討
論
な
ど
が
必
要

な
の
か
と
い
う
こ
と
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
い
う
日

常
生
活
あ
る
い
は
実
生
活
と
は
、
学
校
も
家
庭
も
含

め
た
毎
日
の
生
活
そ
の
も
の
と
し
て
お
く
。
そ
こ
で

は
「
日
常
的
」
に
言
語
活
動
が
営
ま
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
実
践
的
に
重
要
な
の
は
、
学
習

指
導
要
領
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
語
を
定
義
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
言
語
活
動
は
そ
の
ま
ま
日
々
の

生
活
、
す
な
わ
ち
「
生
き
る
こ
と
」
に
つ
な
が
っ
て

い
る
こ
と
を
実
践
者
が
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
子

ど
も
た
ち
を
育
む
た
め
に
、
生
活
に
結
び
つ
い
た
こ

と
ば
の
学
び
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

日
常
化
と
い
う
と
、
ま
ず
二
つ
の
方
向
性
が
考
え

ら
れ
よ
う
。

　

一
つ
は
、
毎
日
あ
る
い
は
毎
時
間
ご
と
に
行
う
授

業
の
中
で
の
学
習
活
動
と
し
て
の
日
常
化
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
学
校
生
活
全
般
あ
る
い
は
家
庭
生

活
に
向
け
て
の
日
常
化
で
あ
る
。

　

前
者
は
帯
単
元
と
呼
ん
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
典
型
的
な
活
動
が
「
朝
読
書
」
で
あ
る
。

学
校
生
活
の
日
常
の
中
に
読
書
と
い
う
活
動
を
い
わ

ば
習
慣
と
し
て
取
り
入
れ
る
の
で
あ
る
。
学
校
で
の

読
書
習
慣
が
、
や
が
て
学
校
外
の
生
活
に
お
い
て

も
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
の
活
動
で
あ

る
。
同
様
な
活
動
と
し
て
は
、
朝
の
会
の
ス
ピ
ー
チ

な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
、
授
業
と
い
う
枠
の
中
で
の
日
常
化
と
し
て

は
、
毎
回
の
国
語
科
の
授
業
時
間
で
行
う
活
動
が
そ

れ
に
あ
た
る
。授
業
の
冒
頭
に
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
り
、

朗
読
を
行
っ
た
り
す
る
よ
う
な
活
動
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
課
題
は
、
こ
う
い
っ
た
言
語
活
動
を
日

常
生
活
に
ど
う
つ
な
げ
て
い
く
か
で
あ
る
。

言
語
と
日
常

二
つ
の
「
日
常
化
」



5

う
か
。
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
虚
構
世
界
で
の
他

者
と
の
出
会
い
の
体
験
や
そ
こ
で
育
ま
れ
た
想
像
力

は
現
実
世
界
に
転
移
す
る
。
実
生
活
に
生
き
る
は
ず

で
あ
る
。
い
や
、
そ
の
よ
う
に
転
移
す
る
よ
う
な
授

業
を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
と
め
る
な
ら
ば
「
言
語
活
動
の
日
常
化
」
と
は
、

日
々
の
生
活
に
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
が
身
に

つ
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
学
習
活
動
を
教
師

が
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
あ
り
、
そ
こ

で
「
言
語
活
動
の
工
夫
」
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
言
語
活
動
例
」
や
教
科
書
教
材
を
な
ぞ
る

だ
け
で
は
、
充
実
は
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
工
夫
に
も

な
ら
な
い
。「
学
校
や
児
童
の
実
態
に
応
じ
て
」（『
解

説
』）
つ
ま
り
、
子
ど
も
や
子
ど
も
を
取
り
巻
く
状

況
を
捉
え
た
う
え
で
、
教
科
書
を
活
用
す
る
な
り
し

て
新
た
な
言
語
活
動
を
開
発
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
充
実
」
や
「
工
夫
」
は
、
子
ど
も
が
行

う
活
動
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
意
欲
の
喚
起
や

評
価
も
含
め
て
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
惰
性
的
・
慢
性
的
な
活
動
に
し
な
い
た
め
に
も
必

要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

日
常
生
活
に
生
き
る
た
め
の
、
日
常
を
意
識
し
た

日
常
的
な
学
習
活
動
の
工
夫
が
望
ま
れ
る
。

国語  

　

朝
読
書
の
例
で
い
う
な
ら
ば
、
一
定
時
間
読
ん
だ

の
だ
か
ら
、
も
う
他
で
は
読
ま
な
く
て
よ
い
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
は
だ
め
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
な
い

た
め
に
は
、
活
動
時
間
と
場
を
設
定
す
る
だ
け
で
は

難
し
い
。

　

朝
読
書
に
お
い
て
は
本
の
選
択
は
自
由
で
あ
る
。

が
、
よ
り
幅
広
く
読
書
の
日
常
化
・
生
活
化
を
目
ざ

す
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
次
に
読
む
本
の
紹
介
な

ど
の
「
指
導
」
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。

　

学
校
生
活
全
般
あ
る
い
は
家
庭
生
活
に
お
け
る

「
日
常
化
」
に
つ
い
て
は
、『
解
説
』
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
そ
の
も
の
の
方
向
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

「
実
生
活
で
生
き
て
働
く
」
の
ほ
か
「
実
際
の
言
語

活
動
に
お
い
て
有
機
的
に
働
く
」「
能
力
の
定
着
を

図
る
」
と
い
っ
た
文
言
は
、表
現
は
異
な
る
も
の
の
、

結
局
は
国
語
科
で
の
学
び
を
現
実
の
言
語
生
活
者
と

し
て
、
生
き
て
い
く
た
め
の
力
に
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
し
た
い
。

　

た
だ
、
こ
れ
は
受
け
取
り
方
を
取
り
違
え
る
と
、

国
語
科
は
言
語
と
い
う
情
報
伝
達
の
道
具
と
そ
の
使

い
方
を
学
ぶ
「
技
能
習
得
教
科
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
と
ば
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

は
、
伝
達
だ
け
で
は
な
い
言
語
の
諸
機
能
を
高
め
て

言
語
活
動
の
「
工
夫
」

日
常
化
と
い
う
学
び

い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
格
形
成
に
も
通
じ
る

こ
と
に
な
る
。
第
二
言
語
の
習
得
と
大
き
く
異
な
る

面
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
日
常
化
と
は
、
単
に
機
械
的

に
使
え
る
と
い
っ
た
段
階
の
み
を
目
ざ
す
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。

　

日
記
あ
る
い
は
発
見
ノ
ー
ト
と
い
っ
た
、
そ
れ
こ

そ
日
常
的
に
書
く
活
動
を
考
え
て
み
よ
う
。そ
れ
は
、

表
現
活
動
の
題
材
の
収
集
や
、
単
に
書
き
慣
れ
る
練

習
の
た
め
だ
け
に
行
う
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

書
く
と
い
う
行
為
を
通
し
て
対
象
へ
の
着
眼
や
認
識

を
多
様
か
つ
深
化
さ
せ
て
い
く
た
め
の
、
意
味
あ
る

言
語
活
動
と
し
て
設
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
身
に
つ
い
た
力
が
他
教
科
や
他
領
域
、
実
生

活
で
発
揮
で
き
れ
ば
、
日
常
化
し
て
き
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

ス
ピ
ー
チ
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ「
話
し
方
」

に
注
意
し
て
話
せ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

誰
に
何
の
た
め
に
話
し
か
け
る
の
か
と
い
っ
た
、
そ

の
活
動
の
意
味
を
実
感
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
こ
と

ば
は
空
回
り
す
る
だ
け
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
先
の
読
書
活
動
に
も
通
じ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
文
学
作
品
す
な
わ
ち
虚
構
作
品
を
読
む
と
い

う
活
動
も
考
え
て
み
よ
う
。
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
現

実
に
は
な
い
世
界
を
体
験
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は

い
わ
ば
「
非
日
常
」「
非
現
実
」
の
言
語
活
動
と
も

い
え
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
言
語
活
動
で
学

ぶ
内
容
は
日
常
化
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
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「
質
問
」
は
、
相
手
の
考
え
や
課
題
を
明
確
に
し

た
り
、
互
い
に
共
通
理
解
を
図
っ
た
り
と
対
話
を
深

め
る
大
き
な
役
割
を
も
つ
。
質
問
す
る
力
を
日
常
的

に
育
み
、
互
い
の
考
え
を
聞
き
合
い
、
学
び
合
う
学

級
を
目
ざ
し
実
践
し
た
。

　

本
単
元
で
は
、
朝
の
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
時
間
に
友

達
と
対
談
す
る
時
間
を
日
常
的
に
設
定
し
た
。
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
く
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
、

日
常
的
な
対
話
の
場
面
で
、
意
識
的
に
受
け
て
返
す

こ
と
が
習
慣
化
す
る
と
考
え
た
。

　
○
目
的
に
応
じ
て
質
問
し
た
り
感
想
を
述
べ
た
り
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
⑴
エ

言
語
活
動
に
つ
い
て 東

京
都
練
馬
区
立
小
中
教
育

一
貫
校
　
大
泉
桜
学
園
教
諭

 

井い

原は
ら 

英ひ
で
あ
き昭

対
話
の
日
常
化
を
目
ざ
し
て
（
四
年
生
）

　
　
　
　
　
　
―
対
談
で
育
む
質
問
す
る
力
―

「
言
語
活
動
」
の
日
常
化
を
取
り
入
れ
た
授
業
の
実
践
事
例

⓪
教
室
に
対
談
掲
示
コ
ー
ナ
ー
を
作
り
、
対
談
記
事

　

な
ど
を
掲
示
し
て
お
く
。

①
対
談
に
つ
い
て
興
味
・
関
心
を
高
め
、ホ
ー
ム
ル
ー

　

ム
で
行
う
日
常
的
な
活
動
を
知
る
。

②
「
友
達
の
こ
と
を
伝
え
る
」
を
目
的
に
、
イ
ン
タ

　

ビ
ュ
ー
形
式
で
対
談
を
す
る
。

・「
質
問
」
に
よ
っ
て
内
容
の
深
ま
り
を
確
認
す
る
。

③
合
意
形
成
を
図
る
対
談
を
知
り
、「
相
手
・
物
事

　

を
知
る
」「
意
見
を
聞
く
」「
結
論
を
出
す
」
な
ど

　

を
意
識
し
、
対
談
・
座
談
会
を
す
る
。

・
適
宜
振
り
返
り
、
合
意
形
成
を
図
る
う
え
で
の
、

　

質
問
す
る
内
容
を
考
え
る
。

・
板
書
記
録
か
ら
こ
れ
ま
で
の
対
談
を
振
り
返
る
。

第
一
時　

　

自
分
た
ち
の
知
っ
て
い
る
「
対
談
」
に
つ
い
て
発

表
す
る
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
雑
誌
、
伝
記
の
中
で
の

対
談
が
あ
が
る
。
な
ぜ
、
対
談
す
る
の
か
と
発
問
す

る
。「
詳
し
く
知
り
た
い
か
ら
。」「
そ
の
人
の
よ
さ

を
伝
え
た
い
か
ら
。」
な
ど
の
意
見
が
出
る
。
三
年

生
か
ら
ク
ラ
ス
替
え
な
く
進
級
し
て
い
る
が
、
担
任

は
、
も
ち
上
が
り
で
は
な
い
た
め
、「
先
生
に
、
友

達
の
こ
と
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
の
対
談
で
教
え
て

ほ
し
い
」
と
伝
え
る
。「
何
を
き
い
た
ら
い
い
の
か

わ
か
ら
な
い
。」「
会
話
が
続
か
な
い
。」
と
い
う
声

が
あ
が
る
。
そ
こ
で
、
教
師
が
聞
き
役
に
な
っ
て
、

よ
い
例
と
悪
い
例
を
実
演
す
る
。「
う
な
ず
い
た
り

感
想
を
伝
え
た
り
す
る
と
話
し
や
す
か
っ
た
。」「
質

問
し
て
い
く
と
ど
ん
ど
ん
詳
し
く
な
る
し
、
た
く
さ

ん
の
こ
と
を
知
れ
る
。」
と
い
っ
た
意
見
が
出
る
。

第
二
時　

　

実
際
に
隣
の
友
達
と
聞
き
手
、
話
し
手
に
分
か
れ

て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
の
対
談
を
行
う
。
ペ
ア
を
変

え
て
た
く
さ
ん
の
友
達
と
対
談
す
る
。
友
達
の
こ

と
で
初
め
て
知
っ
た
こ
と
や
驚
い
た
こ
と
を
発
表
す

る
。

〈
友
達
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

　

朝
の
授
業
前
五
分
間
を
つ
か
っ
て
日
直
（
二
人
）

が
自
分
た
ち
の
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
形
式
の
対
談
を
す
る
。二
分
ご
と
に
話
し
手
、

聞
き
手
を
替
え
て
対
談

す
る
。
教
師
は
、
内
容
を

マ
ッ
ピ
ン
グ
形
式
で
板

書
に
ま
と
め
る
（
下
図
参

照
）。
対
談
の
板
書
を
振

り
返
り
、
質
問
に
よ
っ
て

対
談
が
深
ま
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
回

学
習
の
目
標

指
導
の
実
践
　〈
　
〉
は
日
常
的
に
行
う
言
語
活
動

学
習
計
画

［
話
す
こ
と
聞
く
こ
と
の
場
合
］
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を
重
ね
る
ご
と
に
単
発
の
質
問
か
ら
、
感
想
を
交
え

た
連
続
性
の
あ
る
質
問
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

第
三
時　

　

担
任
へ
の
自
己
紹
介
を
兼
ね
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対

談
が
一
巡
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
対
談
の
中
か
ら
、

好
き
な
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
こ
と
に
つ
い
て
対
談
し

た
も
の
を
取
り
上
げ
、
い
ち
ば
ん
強
い
チ
ー
ム
に
つ

い
て
話
し
合
い
、
合
意
形
成
を
図
る
対
談
を
知
る
。

　

次
に
、「
い
ち
ば
ん
大
切
な
教
科
は
こ
れ
だ
。」
と

い
う
テ
ー
マ
で
教
師
と
子
ど
も
た
ち
で
意
見
を
出
し

合
う
。「
理
由
を
伝
え
な
い
と
決
め
ら
れ
な
い
。」「
比

べ
る
と
決
め
や
す
い
。」
と
い
う
意
見
が
出
る
。
さ

ら
に
、
隣
の
友
達
と
同
じ
テ
ー
マ
で
対
談
す
る
。
対

談
で
決
ま
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
。

　

他
に
ど
ん
な
テ
ー
マ
が
あ
る
か
考
え
発
表
す
る
。

「
飼
う
な
ら
犬
と
猫
ど
っ
ち
？
」「
い
ち
ば
ん
う
ま
い

野
球
選
手
は
誰
？
」「
給
食
に
出
し
て
ほ
し
い
メ

ニ
ュ
ー
は
？
」
な
ど
、多
様
な
対
談
テ
ー
マ
が
出
る
。

自
分
は
ど
ん
な
テ
ー
マ
で
対
談
し
た
い
か
を
考
え
る
。

〈
朝
か
ら
「
こ
れ
に
決
定
」
対
談
・
座
談
会
〉

　

毎
朝
授
業
前
の
五
分
間
、
子
ど
も
が
予
定
し
て
い

た
相
手
（
複
数
人
で
も
よ
い
こ
と
に
す
る
）
と
対
談

す
る
。
対
談
相
手
に
は
、
初
め
の
頃
は
教
師
も
入
っ

て
い
た
が
、
し
だ
い
に
興
味
・
関
心
に
応
じ
て
子
ど

も
ど
う
し
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

対
談
を
板
書
に
ま
と
め
、「
反
対
意
見
を
考
え
る
」

「
意
見
を
ま
と
め
る
」「
意
見
を
広
げ
る
」
た
め
の
質

問
に
気
づ
か
せ
る
。
対
談
の
中
で
質
問
し
て
い
く
こ

と
で
、
共
通
理
解
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
。

　

そ
の
後
、抵
抗
感
な
く
対
談
が
進
む
よ
う
に
な
り
、

子
ど
も
か
ら
「
○
○
さ
ん
は
い
つ
か
ら
絵
が
上
手
に

な
っ
た
の
か
話
し
た
い
」「
サ
ッ
カ
ー
が
上
手
に
な

る
秘ひ

訣け
つ

を
○
○
さ
ん
に
き
い
て
み
た
い
」「
プ
ロ
野

球
の
優
勝
チ
ー
ム
予
想
を
○
○
さ
ん
た
ち
と
話
し
た

い
」
な
ど
の
声
が
あ
り
、
対
談
の
形
式
や
テ
ー
マ
を

自
分
た
ち
で
決
め
、
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　　

み
ん
な
の
前
で
会
話
を
聞
か
れ
る
こ
と
は
、
誰
し

も
緊
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
人
前
で
話
す
こ
と

に
抵
抗
感
の
あ
る
子
ど
も
に
は
、
支
援
が
必
要
で
あ

る
。
本
単
元
で
は
、
ど
の
子
も
対
談
・
座
談
会
を
楽

し
め
る
よ
う
に
以
下
の
三
点
を
工
夫
し
た
。

①
学
級
の
雰
囲
気
づ
く
り

友
達
と
の
雑
談
の
延
長
と
し
て
対
談
で
き
る
よ

う
、
学
級
の
雰
囲
気
づ
く
り
に
努
め
た
。
知
っ
て

い
る
こ
と
や
考
え
が
浅
い
場
合
で
も
、
会
話
を
尊

重
し
、
否
定
的
な
意
見
を
言
わ
な
い
よ
う
指
導
し

た
。
ま
た
、
質
問
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
を
、
教
師
が
取
り
上
げ
価
値
づ
け
る
こ
と
で
、

自
己
有
用
感
を
育
ん
だ
。

②
台
本
（
対
談
モ
デ
ル
）
の
作
成

テ
レ
ビ
番
組
の
よ
う
な
開
始
と
終
わ
り
、
や
り
と

り
の
流
れ
が
書
か
れ
た
台
本
を
作
成
し
た
。
不
得

意
な
子
で
も
質
問
す
る
こ
と
と
返
答
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
対
談
が
成
立
す
る
よ
う
に
し
た
。

③
対
談
の
形
態

子
ど
も
か
ら
要
望
が
あ
れ
ば
、
教
師
も
加
わ
り
対

談
を
進
め
た
。
ま
た
、
合
意
形
成
を
図
る
対
談
で

は
、
複
数
人
で
の
座
談
会
形
式
で
の
話
し
合
い
も

認
め
た
。効
果
的
な
質
問
が
多
く
発
せ
ら
れ
た
が
、

反
省
点
と
し
て
、
対
談
者
を
自
分
た
ち
で
決
め
さ

せ
た
た
め
、
固
定
し
た
人
間
関
係
で
の
座
談
会
に

終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
テ
ー
マ
を
含
め
、
精
査
が

必
要
で
あ
っ
た
。

評
価
に
つ
い
て

教
師
が
対
談
・
座
談
会
の
会
話
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
形

式
で
板
書
し
、
写
真
デ
ー
タ
と
し
て
記
録
し
た
。

質
問
に
よ
っ
て
考
え
が
深
ま
っ
た
り
、
広
が
っ
た

り
し
た
こ
と
を
、
そ
の
つ
ど
評
価
し
、
子
ど
も
に

返
し
た
。
写
真
を
印
刷
し
て
教
室
に
掲
示
し
、
自

己
評
価
の
手
が
か
り
に
さ
せ
た
。

　　

こ
の
単
元
で
学
ん
だ
「
質
問
す
る
こ
と
」
は
、
学

級
会
や
「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
交
流
で
も

発
揮
さ
れ
た
。
他
教
科
の
授
業
の
中
で
も
意
見
交
換

の
時
に
、
互
い
に
質
問
し
合
い
考
え
を
深
め
る
姿
が

あ
っ
た
。
教
師
が
設
定
し
た
「
対
談
」
か
ら
、
課
題

解
決
の
た
め
の
自
主
的
な
「
対
話
」
へ
と
高
ま
っ
た
。

実
践
で
の
留
意
点

展
望
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「
書
く
こ
と
」
に
抵
抗
感
を
も
つ
子
、
反
対
に

「
書
く
こ
と
」
が
大
好
き
で
ど
ん
ど
ん
書
い
て
く
る

子
、
学
級
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
た
ち
が
い
る
。

こ
の
両
極
に
立
つ
子
ど
も
た
ち
皆
が
楽
し
め
て
、
い

つ
の
ま
に
か
書
く
こ
と
が
日
常
化
す
る
よ
う
な
学
級

を
創
り
た
い
、
そ
う
い
う
願
い
か
ら
実
践
し
た
。

　

毎
日
を
過
ご
す
教
室
。
自
然
と
目
を
と
め
る
掲
示

板
。
こ
の
日
常
性
を
生
か
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉

と
出
合
わ
せ
て
「
言
葉
」
に
対
す
る
豊
か
な
感
性
を

育
み
、
互
い
が
表
現
す
る
場
、
交
流
す
る
場
と
し
て

教
室
掲
示
を
用
い
よ
う
と
考
え
た
。

〇
書
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
知
り
、
自
分
か
ら
表
現
し

よ
う
と
す
る
。
〈
関
心
・
意
欲
・
態
度
〉

〇
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
、
考
え
た
こ
と
を
簡
単
に

書
い
た
り
詳
し
く
書
い
た
り
し
て
、
適
切
に
書
こ

う
と
す
る
。
Ｂ
⑴
ウ

〇
書
い
た
も
の
を
互
い
に
読
み
合
い
、
表
現
の
仕
方

な
ど
の
よ
さ
に
着
目
し
て
、
自
分
に
取
り
入
れ
よ

う
と
す
る
。
Ｂ
⑴
カ

①
教
室
掲
示
を
み
ん
な
で
作
っ
て
い
く
と
い
う
見
通

し
を
も
つ
。

②
例
示
さ
れ
た
掲
示
物
を
見
て
、
興
味
や
関
心
を
も

つ
。

③
自
分
が
担
当
し
た
話
題
や
関
心
を
も
っ
た
話
題
に

つ
い
て
書
く
。

④
日
記
や
短
作
文
な
ど
の
共
通
の
素
材
に
取
り
組

む
。
（
③
④
は
、
適
宜
並
行
し
て
行
う
）

＊
学
期
末
、
年
度
末
な
ど
節
目
ご
と
に
教
室
掲
示
を
振

り
返
り
、
友
達
や
自
分
の
成
長
に
目
を
向
け
る
。

第
一
時

　

学
級
開
き
を
兼
ね
て
、
全
員
で
壁
か
ざ
り
を
作
成

す
る
。
こ
の
出
会
い
を
大
切
に
し
て
、
教
室
環
境
を

含
め
た
学
び
を
皆
で
作
っ
て
い
く
こ
と
を
確
認
す

る
。
担
任
の
願
い
を
詩
に
託
し
、
あ
わ
せ
て
掲
示
し

た
。

第
二
時　

　

教
室
掲
示
の
各
コ
ー
ナ
ー
を
紹
介
す
る
。
発
表
し

た
い
文
章
、
紹
介
し
た
い
も
の
な
ど
を
持
ち
寄
っ
て

表
現
し
合
い
、
よ
さ
を
認
め
合
う
こ
と
と
す
る
。

適
宜

・
朝
学
習
の
時
間
や
家
庭
学
習
の
時
間
な
ど
を
使
っ

て
、
短
作
文
や
日
記
に
取
り
組
ん
だ
。

・
週
替
わ
り
当
番
の
一
つ
に
組
み
入
れ
、
自
分
が
で

き
そ
う
な
掲
示
コ
ー
ナ
ー
を
新
し
く
す
る
よ
う
伝

え
た
。
自
分
な
り
に
興
味
を
も
っ
た
と
こ
ろ
に
行

き
、
嬉き

き々

と
し
て
作
成
し
て
い
た
。

〇
漢
字
コ
ー
ナ
ー

　

漢
字
に
ま
つ
わ
る
話
、

漢
字
ク
イ
ズ
を
掲
示
し

た
。
子
ど
も
か
ら
は
、
漢

字
ク
イ
ズ
や
「
朝
日
新

聞
」
の
連
載
記
事
「
漢
話

字
典
」
の
提
供
が
あ
っ
た
。
学
級
全
体
で
話
題
に
取

り
上
げ
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
を
調
べ
る
な
ど

し
た
。
漢
字
は
「
練
習
を
重
ね
る
苦
痛
な
も
の
」
と

い
う
意
識
か
ら
、「
形
や
成
り
立
ち
が
お
も
し
ろ
い
も

の
」
と
い
う
意
識
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

〇
季
節
コ
ー
ナ
ー

　

自
分
が
最
近
実
感
し
た
季
節
の
言
葉
を
紹
介
し
た

り
、
朝
会
で
校
長
先
生
の
話
に
登
場
し
た
、
季
節
に

関
す
る
言
葉
を
調
べ
て
紹
介
し
た
り
し
た
。
子
ど
も

用
の
歳
時
記
な
ど
を
常
に
近
く
に
置
い
て
お
く
よ
う

に
し
た
（
※
１
）
。
「
紫
陽
花
」
と
い
う
言
葉
を
紹

介
し
た
子
は
、
実
際
に
近
所
の
家
か
ら
花
を
も
ら
っ

て
き
て
掲
示
と
と
も
に
飾
っ
て
い
た
。

言
語
活
動
に
つ
い
て

学
習
の
目
標

　
東
京
都
西
東
京
市
立
向
台
小
学
校
主
任
教
諭

 

秦は
た 

美み

穂ほ

「
書
く
こ
と
」
の
日
常
化
を
目
ざ
し
て
（
六
年
生
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
教
室
掲
示
実
践
―

学
習
計
画

指
導
の
実
践

［
書
く
こ
と
の
場
合
］
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〇
名
言
コ
ー
ナ
ー

　

最
初
の
一
つ
を
教
師
が
例
示
し
、
当
番
で
子
ど
も

た
ち
に
書
か
せ
る
よ
う
に
し
た
。
無
理
の
な
い
よ
う

に
、
一
週
間
に
一
人
と
し
て
、
年
間
で
一
巡
す
る
予

定
だ
っ
た
。
し
か
し
、
順
番
の
遠
い
子
た
ち
か
ら
自

主
的
に
「
書
か
せ
て
ほ

し
い
」
と
い
う
声
が
あ

が
っ
た
。
す
る
と
、
我

も
我
も
と
学
級
の
ブ
ー

ム
の
よ
う
に
な
り
、
本

や
テ
レ
ビ
、
漫
画
、
習
い
事
の
先
生
や
尊
敬
す
る
人

物
な
ど
の
言
葉
か
ら
心
に
残
っ
た
も
の
を
選
び
、
紹

介
し
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

よ
か
っ
た
点
は
、
子
ど
も
た
ち
が
日
常
接
す
る
事

物
や
人
に
対
し
言
葉
の
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
、
心
に
響

く
言
葉
を
見
つ
け
よ
う
と
い
う
視
点
を
も
っ
た
こ
と

だ
。

　

反
省
点
は
、
そ
の
言
葉
を
選
ん
だ
理
由
を
書
か
せ

る
よ
う
に
し
た
が
、
漠
然
と
し
た
も
の
が
多
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。
「
い
つ
」
「
ど
こ
で
」
「
ど

の
よ
う
に
」
言
葉
と
出
合
っ
た
の
か
、
「
ど
う
し
て

心
に
響
い
た
の
か
」
な
ど
を
詳
し
く
書
か
せ
て
整
理

し
て
い
た
ら
、
学
び
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
で
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

〇
日
記
紹
介
コ
ー
ナ
ー

　

書
く
こ
と
の
日
常
化
に
「
日
記
」
は
、
と
て
も
有

効
な
取
り
組
み
だ
と
考
え
る
。
本
学
級
で
は
、
日
記

交
流
の
一
方
法
と
し
て
掲
示
を
利
用
し
た
。
日
記
に

は
、
「
お
題
一
覧
表
」
を
貼
り
付
け
て
お
き
、
ど
の

題
で
書
い
て
も
よ
い
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
教
師

が
読
ん
で
「
お
も
し
ろ
い
」
と
思
っ
た
日
記
を
コ

ピ
ー
し
て
掲
示
し
て
お
く
よ
う
に
し
た
。
子
ど
も
た

ち
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い
、
色
画
用
紙
に
貼
り
、
ど

ん
ど
ん
掲
示
し
た
。
（
貼
り
出
す
子
に
は
、
「
よ
く

書
け
て
い
た
か
ら
貼
り
出
し
た
い
。
」
と
伝
え
、
許

可
を
得
て
お
く
。）

　

掲
示
板
に
、
新
し
く
友
達
の
日
記
を
貼
り
出
す

と
、
子
ど
も
た
ち
は
群
が
る
よ
う
に
し
て
読
ん
で
い

た
。
ま
た
、
日
記
を
続
け
、
掲
示
を
繰
り
返
し
て
い

く
と
、
い
つ
の
ま
に
か
「
書
く
の
が
め
ん
ど
う
く
さ

い
」
と
い
う
声
を
聞
か
な
く
な
っ
た
。
（
※
２
）

〇
そ
の
他
の
コ
ー
ナ
ー

　

ノ
ー
ト
紹
介
コ
ー
ナ
ー
・
短
作
文
コ
ー
ナ
ー

①
安
心
し
て
表
現
で
き
る
雰
囲
気
を
作
る

　

表
現
し
た
も
の
を
冷
や
か
し
た
り
、
ば
か
に
し
た

り
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
う
し
た
雰
囲
気
を

少
し
で
も
感
じ
た
ら
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
や
め

る
よ
う
に
伝
え
た
。

②
友
達
の
よ
さ
に
目
を
向
け
さ
せ
る

　

蛍
光
マ
ー
カ
ー
や
付
箋
を
使
っ
て
、
よ
い
点
に
つ

い
て
示
し
て
お
く
。
友
達
の
よ
さ
に
目
を
向
け
た

子
が
い
た
ら
、
そ
こ
に
気
づ
け
る
力
を
称
賛
し
、

自
分
の
学
習
に
生
か
し
て
い
く
よ
う
に
さ
せ
た
。

③
評
価
に
つ
い
て

　

次
の
三
点
を
評
価
の
項
目
と
し
た
。

・
自
分
か
ら
言
葉
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
（
興

味
を
も
っ
た
掲
示
コ
ー
ナ
ー
に
参
加
し
よ
う
と
し

て
い
る
。）

・
名
言
や
季
節
の
言
葉
、
日
記
や
短
作
文
な
ど
目
的

に
応
じ
て
書
い
て
い
る
。

・
友
達
の
表
現
の
よ
さ
に
目
を
向
け
、
自
分
が
書
く

と
き
に
取
り
入
れ
た
り
、
参
考
に
し
た
り
し
て
い

る
。

　

教
室
掲
示
と
い
う
一
見
捉
え
に
く
い
指
導
の
場
だ

が
、
学
級
の
雰
囲
気
を
作
り
、
言
語
環
境
を
整
え
る

大
切
な
も
の
だ
と
考
え
る
。
一
年
間
実
践
し
て
、
子

ど
も
た
ち
が
、
書
く
の
を
「
め
ん
ど
う
く
さ
い
」
と

言
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
「
文
章
を
書
く
の
が

上
手
に
な
っ
た
。
」
と
い
う
子
が
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
。

参
考
図
書

※
１　

学
研
事
典
編
集
部　

編
『
写
真
で
わ
か
る
季
節

　

の
こ
と
ば
辞
典
』（
全
四
巻
）学
研
教
育
出
版

※
２　

森
川 

正
樹　

著
『
ク
ラ
ス
全
員
が
喜
ん
で
書
く

　

日
記
指
導
』
明
治
図
書
出
版　

展
望

実
践
で
の
留
意
点
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「
テ
ス
ト
は
で
き
る
の
に
、
文
を
作
ら
せ
る
と
漢

字
を
使
え
な
い
」「
漢
字
嫌
い
が
多
い
」「
語
彙
が
乏

し
い
」
な
ど
は
、
教
育
現
場
で
よ
く
聞
か
れ
る
悩
み

で
あ
る
。
漢
字
の
読
み
書
き
は
指
導
し
て
も
、「
漢

字
を
使
う
」
学
習
の
指
導
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

漢
字
は
、
形
（
字
形
）・
音
（
読
み
）・
義
（
意
味
）

の
三
つ
の
要
素
を
備
え
た
「
語
」
を
表
す
表
語
文
字

で
あ
る
。漢
字
学
習
と
は
言
葉
の
学
習
な
の
で
あ
る
。

新
出
漢
字
の
学
習
は
、
児
童
に
と
っ
て
、
新
し
い
言

葉
や
概
念
を
獲
得
す
る
機
会
で
あ
る
こ
と
を
、
教
師

は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

仮
名
を
漢
字
に
変
換
す
る
こ
と
は
、
漢
字
学
習
の

一
部
に
す
ぎ
な
い
。
学
習
す
る
漢
字
の
も
つ
意
味
を

理
解
し
た
う
え
で
読
み
書
き
で
き
、
自
分
の
意
識
と

直
結
さ
せ
て
思
考
の
中
で
使
え
る
言
葉
に
な
っ
て
こ

そ
、
そ
の
漢
字
を
、
そ
の
言
葉
を
獲
得
し
た
と
い
え

る
。
獲
得
し
た
言
葉
は
、
新
た
に
出
会
う
言
葉
と
結

び
つ
き
、
新
た
な
概
念
を
理
解
す
る
足
が
か
り
と
な

る
。
し
だ
い
に
言
葉
は
網
目
の
よ
う
に
互
い
に
結
び

つ
い
て
い
く
。
こ
の
「
言
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を

築
い
て
い
く
こ
と
が
漢
字
指
導
の
目
標
で
あ
る
。

　

漢
字
学
習
は
言
葉
の
学
習
な
の
で
、
そ
の
言
葉
を

使
う
学
習
を
指
導
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
漢
字
を
使

っ
て
文
・
文
章
を
作
る
活
動
を
設
定
す
る
。

　

文
を
作
る
に
は
、
そ
の
漢
字
の
字
形
や
読
み
方
は

も
ち
ろ
ん
、
意
味
や
熟
語
な
ど
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
熟
語
は
、
名
詞
に
な
る
の
か
動
詞
に
な

る
の
か
、
両
方
に
な
る
の
か
一
方
だ
け
に
な
る
の
か

も
判
別
し
た
い
。
目
的
語
が
必
要
な
の
か
、
助
詞
は

何
を
使
う
の
か
。
そ
も
そ
も
訓
読
み
で
も
意
味
が
難

し
い
漢
字
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
わ
か
ら
な

い
と
文
の
中
で
正
し
く
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

理
路
整
然
と
教
師
が
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
小
学

生
で
な
く
て
も
お
も
し
ろ
い
は
ず
が
な
い
。
児
童
一

人
で
調
べ
る
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
幸
運
な

こ
と
に
、
教
室
に
は
三
十
人
も
の
仲
間
が
い
る
。
み

ん
な
の
力
を
使
わ
な
い
手
は
な
い
。
み
ん
な
で
意
味

を
考
え
、
み
ん
な
で
言
葉
を
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
文

を
作
っ
て
、
互
い
に
聞
き
合
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
学
習
活
動
で
は
、「
話
す
聞
く
」「
書
く
」「
読

む
」
の
言
語
活
動
が
総
合
的
に
行
わ
れ
る
の
だ
が
、

漢
字
一
文
字
を
丁
寧
に
学
習
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の

効
果
は
た
か
が
知
れ
て
い
る
。
そ
の
一
文
字
に
関
す

る
成
果
し
か
期
待
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
指
導
を

繰
り
返
す
こ
と
で
、
既
習
事
項
が
新
し
い
情
報
の
理

解
を
助
け
、
学
び
に
つ
な
が
る
よ
う
に
な
る
。
年
間

を
通
し
て
継
続
す
る
こ
と
で
、「
言
葉
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
が
作
ら
れ
て
い
く
。
日
常
化
に
よ
る
効
果

こ
そ
が
、
言
語
活
動
の
本
質
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　

　

こ
の
新
出
漢
字
の
指
導
で
は
、
次
の
五
つ
の
過
程

を
一
セ
ッ
ト
と
し
て
い
る
。

①
（
音
）
読
み
方
の
学
習

②
（
義
）
意
味
の
学
習

③
（
形
）
字
形
の
学
習

④
言
葉
集
め

⑤
文
作
り
と
発
表

　

低
学
年
ほ
ど
時
間
が
必
要
と
な
る
が
、
高
学
年
で

は
漢
字
一
文
字
に
つ
い
て
十
～
十
五
分
を
め
や
す
に

時
間
を
設
定
す
る
。

　

以
下
に
、
五
年
生
「
再
」（
サ
イ
・
ふ
た
た-

び
）

の
実
践
記
録
か
ら
の
抜
粋
を
記
す
。

①
（
音
）
読
み
方
の
学
習

　

教
師
「
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。」

　

児
童
「
サ
イ
だ
。」

　
　
　
　
「
再
生
紙
。」「
再
会
。」「
再
放
送
。」

②
（
義
）
意
味
の
学
習

　

教
師
「
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
考
え
る
と
『
再
』
に

　
　
　
　

は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。」

漢
字
を
使
う
学
習

　
東
京
都
調
布
市
立
第
三
小
学
校
主
任
教
諭
　

 

榎え
の

本も
と

祐ゆ
う

也や

漢
字
指
導
に
お
け
る
言
語
活
動
の
日
常
化

日
常
化
の
効
果

指
導
の
実
践

［
漢
字
指
導
の
場
合
］
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児
童
「
も
う
一
度
。」

　

教
師
「
も
う
一
度
と
い
う
こ
と
を
、
ふ
た
た
び
と

　
　
　
　

言
い
ま
す
。
こ
の
漢
字
は
『
ふ
た
た
び
』

　
　
　
　

と
も
読
み
ま
す
。」

③
（
形
）
字
形
の
学
習

　

教
師
「
指
を
出
し
て
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。」

　

児
童
「
い
ち
、
に
、
さ
ん
…
…
ろ
く
。」

　
　

※
肩
か
ら
動
か
し
て
教
師
と
空
書
き
す
る
。

④
言
葉
集
め

　

教
師
「
言
葉
集
め
を
し
ま
し
ょ
う
。」

　

児
童
「
再
発
。」

　

教
師
「
ハ
ツ
は
何
の
字
で
す
か
。」

　

児
童
「
発
生
の
発
で
す
。
意
味
は
、
同
じ
病
気
や

　
　
　
　

事
故
が
再
び
起
き
る
こ
と
。」

　

児
童
「
再
建
。
再
び
建
て
る
こ
と
。」

　

児
童
「
再
開
。
再
び
開
く
。」

　

教
師
「
こ
れ
（
再
会
）
と
は
ど
う
ち
が
う
の
か
な
。

　
　
　
　

使
い
方
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。」

　

児
童
「
開
く
の
ほ
う
は
、『
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を

　
　
　
　

再
開
す
る
。』」

　

児
童
「
会
う
の
ほ
う
は
、『
友
達
と
再
会
す
る
。』」

　

児
童
「
再
現
。」

　

教
師
「
ど
う
や
っ
て
使
う
の
か
な
。」

　

児
童
「
事
件
を
再
現
す
る
。」「
Ｃ
Ｇ
で
再
現
す

　
　
　
　

る
。」

⑤
文
作
り
と
発
表

　
　

※
例
文
を
示
し
た
プ
リ
ン
ト
な
ど
を
用
意
す
る

　
　
　

と
、
児
童
は
安
心
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で

　
　
　

き
る
。

　

教
師
「『
再
び
』と『
再
』の
文
を
作
り
ま
し
ょ
う
。」

　
　

※
文
作
り
に
は
数
分
必
要
だ
が
、
指
導
を
重
ね

　
　
　

る
ほ
ど
短
時
間
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

教
師
「
で
は
、
聞
き
合
い
ま
し
ょ
う
。」

　

児
童
「
と
か
げ
の
し
っ
ぽ
が
再
生
す
る
。」

　

児
童
「
ぼ
く
の
作
っ
た
ペ
ン
立
て
は
、
牛
乳
パ
ッ

　
　
　
　

ク
を
再
利
用
し
た
も
の
だ
。」

　

児
童
「
歌
手
が
病
気
か
ら
み
ご
と
に
再
起
し
た
。」

　

児
童
「
大
地
震
の
再
来
に
備
え
る
。」

　

児
童
「
叱
ら
れ
て
、
再
び
ゲ
ー
ム
禁
止
に
な
る
。」

　

児
童
「
見
逃
し
た
ド
ラ
マ
を
再
放
送
で
見
る
。」

　　

日
常
化
に
あ
た
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
当
然

で
あ
る
が
計
画
性
で
あ
る
。
漢
字
一
文
字
の
指
導
に

十
分
と
い
う
時
間
は
、
な
か
な
か
と
れ
る
も
の
で
は

な
い
。　

　

そ
こ
で
提
案
す
る
の
が
、
右
の
よ
う
な
時
間
を
か

け
て
指
導
す
る
漢
字
を
精
選
し
て
、
計
画
を
立
て
る

と
い
う
こ
と
だ
。
学
期
に
数
十
文
字
、
一
年
に
二
百

文
字
な
い
し
、
そ
れ
に
近
い
文
字
を
指
導
す
る
。
全

て
に
時
間
を
か
け
ら
れ
な
い
。
教
師
が
あ
ら
か
じ
め

選
ん
だ
漢
字
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
五
過
程
で
指

導
す
る
。
活
字
で
は
伝
わ
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
児
童
は
非
常
に
楽
し
ん
で
い
き
い
き
と
学
習
し

て
い
る
。
特
に
「
④
言
葉
集
め
」
と
「
⑤
文
作
り
と

発
表
」
で
は
、
高
学
年
で
も
「
ハ
イ
ハ
イ
ハ
イ
」
と

よ
く
手
が
挙
が
り
、
発
表
で
き
ず
に
終
わ
ろ
う
も
の

な
ら
、
怒
り
だ
し
か
ね
な
い
と
き
も
あ
る
。

　

週
に
数
文
字
、
教
師
に
も
児
童
に
も
無
理
の
な
い

文
字
数
で
計
画
的
に
行
え
ば
、
児
童
は
仲
間
と
交
流

す
る
な
か
で
楽
し
く
漢
字
を
学
習
し
、「
言
葉
」と「
仲

間
」
両
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
。

　

選
ぶ
漢
字
は
、「
再
」
の
よ
う
に
生
活
で
よ
く
使

う
漢
字
や
、「
経
」の
よ
う
に
訓
読
み
も
難
し
い
漢
字
、

「
防
」
の
よ
う
に
送
り
仮
名
を
ま
ち
が
え
や
す
い
漢

字
、「
質
」「
資
」「
基
」
の
よ
う
に
教
科
学
習
の
中

で
も
重
要
な
語
句
と
し
て
頻
出
す
る
漢
字
な
ど
を
薦

め
る
。
学
担
で
話
し
合
う
と
教
材
研
究
に
な
る
。

　

一
方
、
時
間
を
か
け
な
い
漢
字
は
、
教
師
主
導
で

形
・
音
・
義
の
三
要
素
を
教
え
、
宿
題
を
活
用
す
る

な
ど
し
て
、
文
作
り
を
す
る
よ
う
指
導
す
る
。
児
童

は
、
五
過
程
で
じ
っ
く
り
学
習
す
る
こ
と
で
高
ま
っ

た
自
学
の
力
を
、
家
庭
学
習
で
も
発
揮
す
る
。

　
　
　

　
「
漢
字
を
使
う
」
指
導
を
評
価
計
画
と
結
び
つ
け

よ
う
と
考
え
、
児
童
自
身
が
作
っ
た
文
で
漢
字
定
着

の
テ
ス
ト
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
漢
字
一
文
字
ず

つ
の
特
性
を
考
え
て
、
指
導
の
重
点
化
と
ス
リ
ム
化

を
目
ざ
し
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

展
望

実
践
で
の
留
意
点
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軟な
ん
ぴ
つ筆
を
用
い
た
低
学
年
書
写
の
実
践

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
小
学
校　
　

筧か
け
ひ

理り

さ

こ

沙
子

　
一
　
は
じ
め
に

　

低
学
年
、
特
に
一
年
生
に
平
仮
名
や
片
仮
名
な
ど

の
文
字
を
指
導
す
る
際
、「
は
ら
い
」
も
「
は
ね
」

も
全
て
「
と
め
」
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
児
童
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
、
授
業
で
「
こ
の
画
は

し
ゅ
っ
と
は
ら
う
よ
」「
こ
の
画
は
ぴ
ん
と
は
ね
て

い
る
ね
」
な
ど
と
音
声
化
し
な
が
ら
児
童
に
文
字
指

導
を
行
っ
て
き
た
が
、
ま
だ
運
筆
が
う
ま
く
い
か
な

い
た
め
か
、
な
か
な
か
「
は
ら
い
」
や
「
は
ね
」
が

う
ま
く
で
き
な
い
児
童
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き

た
。
実
際
、
硬
筆
で
は
、
書
き
方
鉛
筆
の
よ
う
な
柔

ら
か
い
鉛
筆
を
用
い
て
も
、「
は
ら
い
」
や
「
は
ね
」、

「
と
め
」
の
区
別
が
児
童
に
と
っ
て
わ
か
り
に
く
い

よ
う
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
毛
筆
の
よ
う
に
、
よ
り
視
覚
的
に
「
は

ら
い
」
や
「
は
ね
」、「
と
め
」
の
違
い
が
理
解
し
や

す
い
も
の
は
な
い
か
と
考
え
、
今
回
軟
筆
（
水
書
き

ペ
ン
）
を
用
い
た
低
学
年
書
写
の
実
践
を
試
み
た
。

　
二
　
用
具
に
つ
い
て

１　

用
具

　

用
具
は
、
水
書
用
紙
と
水
筆
ペ
ン
を
使
用
し
た
。

水
書
用
紙
は
、
縦
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
、
水
筆
ペ
ン
は
穂

先
の
長
さ
が
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
、
持
ち
手
の
部

分
の
タ
ン
ク
に
水
を
入
れ
て
使
用
す
る
も
の
で
あ

る
。

２　

準
備

　

授
業
の
前
に
水
書
用
紙
三
枚
を
机
の
中
に
入
れ
て

お
き
、
水
筆
の
タ
ン
ク
に
水
を
満
タ
ン
に
入
れ
て
お

く
。
今
回
の
実
践
で
水
筆
を
使
っ
た
練
習
時
間
は
、

四
十
五
分
の
授
業
の
う
ち
、
大
体
十
分
間
。
満
タ
ン

に
し
て
お
く
と
、
ち
ょ
う
ど
十
分
間
の
練
習
時
間
は

水
が
保
つ
の
と
、
そ
れ
以
上
練
習
時
間
が
長
く
な
る

と
少
し
飽
き
て
し
ま
う
よ
う
な
の
で
、
こ
の
時
間
に

し
た
。

　

ま
た
、
水
書
用
紙
は
一
人
に
三
枚
ず
つ
程
度
渡
し

て
お
く
と
よ
い
。
一
枚
書
い
た
ら
そ
の
水
書
用
紙
は

乾
か
し
て
お
き
、
他
の
二
枚
で
練
習
し
て
い
る
間
に

最
初
の
一
枚
が
乾
い
て
い
る
の
で
、
ど
ん
ど
ん
練
習

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

３　

片
づ
け

　

授
業
の
あ
と
に
は
、用
具
は
全
て
回
収
し
て
お
く
。

班
の
中
で
役
割
分
担
し
、
誰
が
何
を
集
め
る
か
を
指

示
し
て
片
づ
け
る
。
ま
た
、
水
書
用
紙
が
乾
い
て
い

な
い
場
合
に
は
、
図
工
の
絵
を
乾
か
す
ラ
ッ
ク
を
使

用
す
る
。

　
三
　
授
業
の
実
際

　

授
業
の
流
れ
と
し
て
は
、
大
体
次
の
よ
う
な
流
れ

で
行
っ
た
。

①
硬
筆
で
試
し
書
き
。

②
ク
ラ
ス
全
体
で
そ
の
時
間
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
の

　

話
し
合
い
。
黒
板
や
教
師
用
の
水
書
板
で
範
書
し
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て
見
せ
る
と
と
も
に
、
実
際
に
児
童
が
空
中
で
書

　

い
て
確
認
。

③
水
書
用
紙
と
水
筆
で
の
練
習
。

④
硬
筆
で
ま
と
め
書
き
。

　
「
と
め
」
に
つ
い
て
は
『
一
』
と
『
三
』、「
は
ね
」

に
つ
い
て
は
『
小
』
と
『
月
』、「
は
ら
い
」
に
つ
い

て
は
『
人
』
と
『
火
』
の
漢
字
を
書
き
、ど
こ
が
「
と

め
」
な
の
か
、ど
こ
が
「
は
ね
」
な
の
か
、ど
こ
が
「
は

ら
い
」な
の
か
を
確
認
し
た
。子
ど
も
た
ち
は「
と
め
」

は
ぴ
た
っ
と
止
ま
る
、「
は
ね
」
は
ぴ
ん
と
は
ね
る
、

「
は
ら
い
」
は
し
ゅ
っ
と
払
う
な
ど
自
分
た
ち
な
り

の
言
葉
で
表
現
し
な
が
ら
再
確
認
し
た
。

　

そ
の
あ
と
、「
と
め
」「
は
ね
」「
は
ら
い
」
に
気

を
つ
け
て
何
度
も
水
書
用
紙
で
練
習
し
た
。
特
に
右

払
い
は
平
仮
名
に
は
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
一
番
難
し
く
、
一
度
止
め
て
か
ら
払

う
こ
と
に
苦
戦
し
て
い
た
が
、
水
筆
を
使
っ
て
練
習

す
る
こ
と
で
コ
ツ
を
つ
か
め
た
よ
う
で
あ
る
。

◆
二
回
め
の
授
業

　（
漢
字
の
「
お
れ
」「
ま
が
り
」「
そ
り
」）

　
「
お
れ
」
に
つ
い
て
は
『
口
』
と
『
百
』、「
ま
が
り
」

に
つ
い
て
は
『
九
』
と
『
花
』、「
そ
り
」
に
つ
い
て

は
『
字
』
と
『
手
』
の
漢
字
を
書
き
、ど
こ
が
「
お
れ
」

な
の
か
、ど
こ
が「
ま
が
り
」な
の
か
、ど
こ
が「
そ
り
」

な
の
か
を
確
認
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
「
お
れ
」
は

一
度
止
ま
っ
て
か
ら
か
く
っ
と
折
れ
る
、「
ま
が
り
」

は
止
ま
ら
な
い
で
ぎ
ゅ
う
っ
と
丸
く
曲
が
る
、「
そ

り
」
は
少
し
ず
つ
カ
ー
ブ
す
る
な
ど
、
自
分
た
ち
な

り
の
言
葉
で
表
現
し
な
が
ら
再
確
認
し
た
。

　

そ
の
あ
と
、「
お
れ
」「
ま
が
り
」「
そ
り
」
に
気

を
つ
け
て
何
度
も
水
書
用
紙
で
練
習
し
た
。
水
書
用

紙
は
書
い
て
も
す
ぐ
に
消
え
る
の
で
、
毛
筆
の
よ
う

に
構
え
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
失
敗
を
恐
れ
ず
と
て

も
楽
し
そ
う
に
の
び
の
び
と
練
習
し
て
い
た
。

試し書きでは「はらい」ができていない。

とても楽しそうに初めて水筆を使う。

「まがり」が柔らかくなる。

◆
初
め
て
の
軟
筆
を
使
っ
た
授
業

　（
漢
字
の
「
と
め
」「
は
ね
」「
は
ら
い
」）

まとめ書きの硬筆でも
「まがり」「そり」が柔
らかくなる。



◆
三
回
め
の
授
業

 （
文
字
の
か
た
ち
）

　

真
四
角
の
形
に
つ
い
て
は
『
田
』、
横
長
四
角
の

形
に
つ
い
て
は
『
四
』、
縦
長
四
角
の
形
に
つ
い
て

は
『
目
』
の
漢
字
を
書
き
、
ど
ん
な
形
に
な
る
か
赤

鉛
筆
で
文
字
の
回
り
を
線
で
囲
ま
せ
、
文
字
の
形
を

確
認
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
平
仮
名
同
様
、
漢
字

に
も
文
字
の
形
が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。

◆
五
回
め
の
授
業

　（
画
の
長
さ
）

　

横
画
の
長
さ
に
つ
い
て
は
『
土
』、
縦
画
の
長
さ

に
つ
い
て
は
『
川
』、
斜
め
の
画
の
長
さ
に
つ
い
て

は
『
夕
』
の
漢
字
を
書
き
、
ど
の
画
が
長
い
の
か
、

ど
の
画
が
短
い
の
か
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
の
長
さ

を
再
確
認
し
た
。

　

そ
の
あ
と
、
画
の
長
さ
に
気
を
つ
け
て
何
度
も
水

書
用
紙
で
練
習
し
た
。
毛
筆
で
は
な
い
の
で
、
始
筆

に
つ
い
て
は
特
に
指
導
は
し
て
い
な
い
が
、
軟
筆
の

効
果
で
筆
の
持
ち
方
が
よ
く
な
り
、
始
筆
も
上
達
し

て
き
た
よ
う
に
感
じ
た
。
特
に
、
左
利
き
の
児
童
も

抵
抗
感
な
く
、
水
筆
を
う
ま
く
扱
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

そ
の
あ
と
、
文
字
の
形
に
気
を
つ
け
て
何
度
も
水

書
用
紙
で
練
習
し
、
文
字
を
書
い
た
あ
と
に
四
角
で

囲
っ
て
み
る
な
ど
し
て
外
形
を
確
認
す
る
姿
が
見
ら

れ
た
。

◆
四
回
め
の
授
業

　（
正
し
い
書
き
順
で
文
字
を
書
く
）

　
『
な
み
音
』『
竹
ぶ
え
』『
山
の
中
』
を
書
き
、
ど

の
よ
う
な
書
き
順
に
な
る
か
を
確
認
し
、
書
き
順
に

は
三
つ
の
決
ま
り
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
。
①

『
音
』
の
よ
う
に
上
か
ら
下
へ
と
書
い
て
い
く
も
の
、

②
『
竹
』
の
よ
う
に
左
か
ら
右
へ
書
い
て
い
く
も
の
、

③
『
中
』
の
よ
う
に
横
か
ら
縦
へ
書
い
て
い
く
も
の
、

と
い
う
よ
う
に
、
書
き
順
に
は
大
き
く
三
つ
の
決
ま

り
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
正
し
い
書
き
順
で
書
く

と
字
形
が
整
っ
て
書
け
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。

　

そ
の
あ
と
、
正
し
い
書
き
順
に
気
を
つ
け
て
何
度

も
水
書
用
紙
で
練
習
し
た
。
書
き
順
が
正
し
く
な
る

こ
と
で
、
次
の
画
へ
の
運
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。

外形を水筆で学習。自分の書いた文字の外形を確認。

『田』『四』『目』の縦画
が下に出る。

水筆に慣れてきて文字も柔らかくなる。
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◆
六
回
め
の
授
業

　（
画
の
方
向
）

　
「
お
れ
」の
方
向
と
し
て
真
下
に
い
く
も
の
が『
円
』

と『
音
』、内
側
に
い
く
も
の
が『
白
』の
漢
字
を
書
き
、

ど
の
画
が
ど
の
方
向
に
い
く
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画

の
方
向
を
再
確
認
し
た
。

　

そ
の
あ
と
、
画
の
方
向
に
気
を
つ
け
て
何
度
も
水

書
用
紙
に
練
習
し
た
お
陰
で
、「
お
れ
」
の
部
分
に

角
度
が
つ
い
た
り
、「
お
れ
」
の
方
向
が
変
化
し
た

り
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。

　
四
　
終
わ
り
に

　

今
回
の
実
践
で
、
低
学
年
で
も
右
払
い
が
書
け
る

よ
う
に
な
り
、「
ま
が
り
」
や
「
そ
り
」
も
柔
ら
か

く
な
っ
た
。
ま
た
、「
は
ら
い
」
な
ど
に
筆
圧
の
変

化
が
見
ら
れ
、「
と
め
」
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
児
童
も
徐
々
に
力
を
抜
い
て
払
っ
て
い
く
と

い
う
感
覚
が
つ
か
め
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
む

す
び
」
も
た
だ
単
に
丸
く
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
す
」
と
「
な
」
の
結
び
の
違
い
が
明
確
に
な
っ
て

い
た
。

　

し
か
し
、
外
形
な
ど
は
硬
筆
で
練
習
し
た
ほ
う
が

学
習
効
果
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も

残
っ
た
の
で
、
今
後
は
軟
筆
の
効
果
が
よ
り
出
る
よ

う
な
場
面
を
検
討
し
、軟
筆
を
活
用
し
て
い
き
た
い
。

左利きでも水筆をうまく扱えている。

「おれ」の部分に角度がついている。

一度止めてから払う「右はらい」も書けるようになった。持ち上がりの 2年生でも実践を継続している。
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