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《
授
業
と
子
ど
も
》 

 

ひ
ら
が
な
の
授
業(

６) 

―
く
っ
つ
き
の
「
を
」
「
が
」
「
は
」
「
へ
」
― 

千
葉 

建
夫 

 

く
っ
つ
き
（
助
詞
）
が 

わ
か
る
た
め
に
は 

 

ひ
ら
が
な
の
学
習
で
大
変
む
ず
か
し
い
の
は
、
助
詞
の
学
習
だ
。

高
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
「
つ
り
竿
を
折

る
」
と
い
う
文
を
ひ
ら
が
な
で
書
い
て
も

ら
っ
た
ら
、
上
の
よ
う
な
書
き
表
し
方
が

出
て
き
た
。 

現
代
か
な
づ
か
い
で
は
，
助
詞
の
「
ワ
」

「
オ
」
「
エ
」
は
、
「
は
」
「
を
」
「
へ
」
と

書
き
表
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
一
年
生
の
教
科
書
を
見
る

と
、
早
い
段
階
で
助
詞
は
出
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
が
助
詞
だ
と
理

解
さ
せ
る
過
程
が
す
っ
ぽ
り
ぬ
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
た
め

に
、
助
詞
の
学
習
は
、「
こ
と
ば
の
お
わ
り
の
『
ワ
』『
オ
』『
エ
』
は
、

『
は
』
『
を
』
『
へ
』
と
書
く
」
と
い
う
程
度
の
指
導
で
終
わ
っ
て
し

ま
い
、
そ
の
ま
ま
上
の
学
年
に
進
級
し
て
い
く
の
で
、
例
の
よ
う
な

間
違
い
が
起
き
て
く
る
の
だ
と
思
う
。 

助
詞
を
正
し
く
書
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
学
習 

し
て
き
た
よ
う
に
、
お
話
は
文
で
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の

文
は
単
語
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
単
語
と
単

語
を
組
み
合
わ
せ
て
文
を
つ
く
る
と
き
に
、
助
詞
が
必
要
に
な
る
と

い
う
理
解
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
助
詞
の
理
解
の
た
め
に

は
、
文
と
単
語
の
意
識
が
ど
う
育
っ
て
い
る
か
が
カ
ギ
に
な
る
。 

助
詞
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
絵
を
見
て
文
作
り
を
し
、
単
語

に
わ
け
た
と
き
、
単
語
に
歯
ブ
ラ
シ
マ
ー
ク
の
記
号
（
図
①

）
を
つ

け
て
意
識
さ
せ

て
き
た
。
ま
た
、

清
音
４
４
文
字

を
学
習
し
て
い

る
と
き
に
、「
り
ん
ご
と
み
か
ん
」
の
よ
う
な
「
並
列
の
助
詞
」
の
「
と
」

や
「
い
ぬ
も
ね
こ
も
」
の
よ
う
な
「
並
列
の
助
詞
」
の
「
も
」
、
そ
れ

に
「
い
ぬ
の
あ
し
」
の
よ
う
な
「
も
ち
主
格
」
の
助
詞
の
「
の
」
を

あ
つ
か
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
が
こ
れ
か
ら
始
ま
る
助
詞

「
は
」
「
が
」
「
を
」
「
へ
」
の
学
習
の
土
台
と
な
っ
て
く
る
。 

指
導
の
順
序
と
し
て
は
、「
を
」
を
最
初
に
と
り
あ
げ
た
い
。「
を
」

は
、
助
詞
に
し
か
使
わ
れ
な
い
文
字
だ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、

助
詞
の
役
割
を
学
習
す
る
と
き
に
は
分
か
り
や
す
い
か
ら
だ
。
導
入

す
る
時
期
も
、
子
ど
も
た
ち
に
早
い
時
期
か
ら
文
の
読
み･

書
き
を
さ

せ
た
い
と
考
え
る
な
ら
、
清
音
４
４
文
字
を
学
習
し
た
あ
と
、
前
回

の
濁
音
の
指
導
の
ま
え
に
取
り
上
げ
る
の
も
一
つ
の
方
法
だ
と
思
う
。

助
詞
の
呼
び
名
は
、「
一
年
生
の
に
っ
ぽ
ん
ご
」（
む
ぎ
書
房
）
で
は
、

名
詞
が
文
の
な
か
に
使
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
単
語
の
あ
と
に
く
っ
つ

く
と
い
う
点
に
着
目
し
て
「
く
っ
つ
き
」
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ

て
い
る
の
で
授
業
で
も
そ
う
名
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。 

 

図
① 
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く
っ
つ
き
の
「
オ
」
は
「
を
」
を
つ
か
う 

 
助
詞
の
「
を
」
の
学
習
に
入
る
前
に
こ
れ
ま
で
あ
つ
か
っ
た
単
語

カ
ー
ド
の
中
か
ら
、「
お
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
単
語
を
集
め
て

子
ど
も
た
ち
と
次
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
た
。 

 

お
・
・
の
よ
う
に
、
は
じ
め
の
音
が
「
お
」
に
な
る
単
語 

・
お
に
・
お
び
・
お
な
か
・
お
り
が
み
・
お
し
ど
り
・
お
ん
し
つ  

・
お
・
の
よ
う
に
、
な
か
の
音
が
「
お
」
に
な
る
単
語 

・
た
お
る
・
や
お
や
・
し
お
り
・
・
ら
い
お
ん
・
た
い
お
ん 

・
・
お
の
よ
う
に
、
お
し
ま
い
の
音
が
「
お
」
に
な
る
単
語 

・
か
お
・
さ
お
・
し
お
・
は
な
お
・
か
つ
お
・
あ
さ
が
お 

 こ
の
整
理
を
し
な
が
ら
、
も
の
の
名
前
を
あ
ら
わ
す
単
語
の
な
か

に
あ
る
「
オ
」
の
音
節
は
、
ど
れ
も
「
お
」
で
書
き
表
す
こ
と
を
確 

か
め
た
。
そ
れ
か
ら
、「
を
」
の
授
業
に
入

っ
た
。 

「
こ
れ
は
な
ん
で
す
か
？
」 

 
(

た
お
る
で
す) 

「
い
く
つ
の
音
で
す
か
？
」 

 
(

み
っ
つ
の
お
と
で
す) 

 

マ
ジ
ッ
ク

イ
ン
ク

で

タ
オ

ル
の

絵
に

「
た
お
る
」
と
書
き
こ
ん
だ
。 

 

水
を
い
れ
た
容
器
を
用
意
し
て
お
き
、 

「
私
が
今
か
ら
何
を
す
る
か
。
見
て
い
て

く
だ
さ
い
」 

と
い
っ
て
、
た
お
る
を
洗
っ
て
み
せ
た
。 

「
せ
ん
せ
い
は
、
何
を
し
ま
し
た
か
？
」 

 
(

た
お
る
を
あ
ら
っ
た)  

 

「
あ
ら
う
」
と
い
う
単
語
を
ひ
き
だ
し
て
、 

 

下
の
カ
ー
ド
に
書
き
こ
ん
だ
。
（
図
②

） 

「
こ
の
『
「
た
お
る
」
と
『
あ
ら
う
』
の
二

つ
で
、
文
に
な
る
か
な
？
」 

(

な
ん
だ
か
、
へ
ん
だ
よ
。
音
が
ひ
と
つ 

た
り
な
い) 

(

オ
の
音
だ
よ
。
た
お
る
オ
、
あ
ら
う
じ
ゃ

な
い) 

 

た
お
る
の
下
に
・
の
カ
ー
ド
を
下
げ
た
。（
図
③
） 

｢

そ
う
、
こ
こ
に
、
ひ
と
つ
、
音
が
は
い
り
ま
す
ね
。
『
た
お
る
オ
、 

あ
ら
う
。
』
で
す
ね
。
で
は
、
こ
こ
に
オ
を
か
い
て
く
だ
さ
い｣ 

（
「
を
」
を
知
ら
な
い
子
は
当
然
、
「
お
」
と
か
く
だ
ろ
う
。
知
っ
て 

い
る
子
は
「
ち
が
う
よ
」
と
反
論
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
） 

「
い
ま
、
け
ん
い
ち
君
が
書
い
て
く
れ
た
『
お
』
は
、
た
し
か
に
『
オ
』

と
よ
み
ま
す
ね
。
こ
れ
は
、「
『
た
お
る
』
の
『
お
』
と
同
じ
字
で
す
。

『
あ
い
う
え
お
』
の
『
お
』
は
、『
た
お
る
』
の
よ
う
に
、
も
の
の
名

前
を
書
く
と
き
の
文
字
に
使
い
ま
し
た
ね
。
で
も
、『
た
お
る
オ
、
あ

ら
う
』
の
よ
う
に
、
文
を
作
る
と
き
に
は
、
も
の
の
名
前
の
下
に
く

っ
つ
け
て
使
う
『
オ
』
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
『
オ
』
を
く
っ
つ
き

の
『
オ
』
と
い
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
使
う
字
は
こ
れ
な
ん
で
す
」 

そ
う
い
っ
て
「
を
」
を
き
り
ぬ
い
た
大
型
模
型
を
提
示
し
た
。
こ

図
② 

図
③ 
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の
提
示
の
し
か
た
は
、
で
き
る
だ
け
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
や
る
と
効
果
的
だ
。 

「
か
な
文
字
の
教
え
方
」
（
麦
書
房
）

で
は
、
下
の
よ
う
な
模
型
（
図
④

）
の

作
り
方
が
出
て
い
る
。
私
は
こ
れ
を
ま

ね
て
模
型
を
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
で
く
り

ぬ
い
て
作
り
、
上
の
部
分
と
下
の
部
分

に
ク
リ
ッ
プ
を
つ
け
て
単
語
カ
ー
ド
を

は
さ
め
る
よ
う
に
し
て
み
た
。 

 

助
詞
の
「
を
」
を
提
示
し
、
筆
順
の

練
習
を
し
た
あ
と
は
、
こ
の
模
型
を
使

っ
て
、
文
づ
く
り
の
練
習
を
し
た
。
い

ろ
い
ろ
な
絵
カ
ー
ド
を
「
を
」
の
字
の

模
型
の
上
の
ク

リ
ッ
プ
に
は
さ

ん
で
、
子
ど
も

た
ち
に
聞
い
た
。 

「
せ
み
を
ど
う
し
ま
し
た
か
？
」 

（
せ
み
を
、
と
り
ま
し
た
） 

「
か
お
を
、
ど
う
し
ま
し
た
か
？
」 

 
(

か
お
を
、
あ
ら
い
ま
し
た) 

「
か
つ
お
を
、
ど
う
し
ま
し
た
か
？
」 

 
(

か
つ
お
を
つ
り
ま
し
た) 

「
お
け
を
、
ど
う
し
ま
し
た
か
？
」 

（
お
け
を 

も
ち
ま
し
た
） 

こ
れ
を
ま
と
め
て
視
覚
的
に
板
書
を
し
（
図
⑤

）
、
そ
れ
を
見
な
が

ら
、
文
の
終
わ
り
に
句
読
点
を
つ
け
て
ノ
ー
ト
に
文
字
で
書
い
た
。 

こ
ん
ど
は
捕
虫
網
を
と
り
だ
し
て
、
昆
虫
の
絵
に
か
ぶ
せ
て
、 

｢

何
を
、
と
り
ま
す
か
？｣

と
聞
き
、 

(

せ
み
を 

と
り
ま
す)  

(

と
ん
ぼ
を 

と
り
ま
す)  

 
(

チ
ョ
ウ
を 

と
り
ま
す)  

(

く
わ
が
た
を 

と
り
ま
す) 

の
よ
う
に
対
象
語
を
引
き
出
し
、
同
じ
よ
う
に
文
を
作
っ
て
ノ
ー
ト

に
書
い
た
。
日
常
生
活
の
な
か
で
も
「
な
に
を
、
も
っ
て
き
て
く
れ

た
の
？
」「
な
に
を
、
見
て
い
る
の
？
」
と
い
う
よ
う
に
、
対
象
語
を

聞
き
出
す
よ
う
な
会
話
も
大
事
な
練
習
に
な
る
と
思
う
。 

 

く
っ
つ
き
の
「
が
」
と
「
を
」
を
く
み
あ
わ
せ
て 

  

濁
音
の
学
習
が
お
わ
れ
ば
、
助
詞
「
が
」
の
学
習
が
可
能
に
な
っ

て
く
る
。「
が
」
と
い
う
文
字
は
、
単
語
に
使
わ
れ
て
も
助
詞
に
な
っ

て
も
、「
ガ
」
と
い
う
発
音
す
る
の
で
表
記
上
の
間
違
い
は
お
き
な
い
。

授
業
で
は
、「
が
」
が
「
を
」
と
ち
が
う
主
格
を
あ
ら
わ
す
助
詞
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
展
開
し
て
み
た
。 

 

教
師
が
首
に
「
が
」
と
大
き
く
書
い

た
カ
ー
ド
ぶ
ら
さ
げ
登
場
す
る
。 

「
こ
れ
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
し
ま
す
」 

と
い
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
動
作
を
し
て

み
せ
た
。
そ
の
姿
を
見
て
、
子
ど
も
た

ち
が
、 

図
④ 

図
⑤ 

「 かな 文 字 の 教 えか た 」 よ り  
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・
せ
ん
せ
い
が 

わ
ら
う
。 

・
せ
ん
せ
い
が 

な
く
。 

・
せ
ん
せ
い
が 

こ
ろ
ん
だ
。 

と
い
う
よ
う
な
文
を
つ
く
っ
た
。 

次
に
、
ぼ
う
し
を
と
り
だ
し
、
そ
の
ぼ
う

し
に
く
っ
つ
き
の
「
を
」
を
ひ
っ
か
け
て
か

ぶ
っ
て
み
せ
る
と
、 

・
せ
ん
せ
い
が 
ぼ
う
し
を 

か
ぶ
り
ま
す
。 

と
い
う
よ
う
に
、
文
を
少
し
く
わ
し
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

今
度
は
、
「
が
」
の
カ
ー
ド
と
く
っ
つ
き
の
「
を
」
を
子
ど
も
た

ち
に
わ
た
し
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
動
作
を
し
て
も
ら
っ
た
。 

・
け
い
こ
さ
ん
が 

り
ぼ
ん
を 

む
す
び
ま
し
た
。 

・
ま
き
こ
さ
ん
が 

あ
さ
が
お
の
に
お
い
を 

か
い
で
い
る
。 

・
ゆ
う
た
く
ん
が 

は
ん
か
ち
を 

ふ
り
ま
わ
し
た
。 

の
よ
う
な
文
が
生
ま
れ
た
。
で
き
た
文
を
板
書
し
て
お
く
と
、
読
ん

だ
り
、
ノ
ー
ト
に
書
き
写
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る 

絵
カ
ー
ド
（
図
⑥
）

を
見
せ
て
、

単
語
と
助
詞
を
意
識
さ
せ
て
文
字

に
直
す
方
法
も
考
え

て
み
た
。
文
作
り
の

練
習
の
方
法
は
い
ろ

い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

「
は
」
は
、
ふ
た
ご
の
き
ょ
う
だ
い
が
い
る
よ
う
だ
ね 

 

助
詞
「
は
」
の
学
習
は
、
特
に
む
ず
か
し
い
。
単
語
の
な
か
の
「
は
」

は
「
ハ
」
と
発
音
し
、
助
詞
の
「
は
」
は
「
ワ
」
と
発
音
す
る
の
だ

か
ら
、
単
語
と
助
詞
の
区
別
が
つ
か
な
け
れ
ば
、
お
手
上
げ
だ
。 

「
は
」
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
学
ん
だ
こ
と
を
総
合
的
に

使
い
な
が
ら
、
推
理
を
働
か
せ
て
と
り
く
め
る
授
業
に
し
た
い
と
思

い
、
次
の
よ
う
な
指
導
案
を
考
え
て
み
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の

授
業
の
流
れ
に
よ
く
の
っ
て
き
て
い
た
の
で
、
他
の
学
級
で
も
応
用

し
て
使
え
そ
う
な
気
が
す
る
。 

助
詞
「
は
」
の
授
業
案
例 

      
           

図
⑥ 
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助
詞
「
は
」
の
授
業
で
、「
く
っ
つ
き
の
『
ワ
』

は
、『
は
』
の
文
字
を
使
う
ん
だ
よ
」
と
教
え

た
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
の
な
か
か
ら
、 

「
せ
ん
せ
い
、『
は
』
に
は
、
か
お
が
そ
っ
く

り
の
ふ
た
ご
の
き
ょ
う
だ
い
が
い
る
ん
だ
ね
。

お
に
い
ち
ゃ
ん
の
『
は
』
は
、(

ハ)

と
よ
ん

で
、
た
ん
ご
で
は
た
ら
く
ん
だ
よ
。
お
と
う

と
『
は
』
は
、
く
っ
つ
き
せ
ん
も
ん
で
、（
ワ
）
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と
よ
ぶ
ん
だ
よ
」
と
い
う
発
言
が
出
て
き
た
。
私
に
は
予
想
で
き
な

い
発
言
だ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
助
詞
の
「
は
」

の
働
き
が
よ
く
わ
か
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
授
業
は
、
子
ど
も
た
ち
の

思
い
が
け
な
い
発
言
で
創
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
よ
く
あ
る
。 

  
 

ゆ
び
を
ま
げ
る
と 

「
へ
」
の
字
の
か
た
ち 

 

最
後
に
助
詞
「
へ
」
の
授
業
だ
。 

こ
れ
ま
で
の
助
詞
の
学
習
と
同
じ
よ

う
に
「
せ
ん
だ
い
え
き
エ
い
く
」
と
い

う
と
き
の
「
エ
」
は
、「
へ
」
と
い
う
文

字
を
使
い
、
「
エ
」
と
よ
む
こ
と
を
教
え
た
。 

次
に
学
校
の
屋
上
に
上
が
っ
た
。 

「
太
白
山
は
ど
っ
ち
の
ほ
う
に
あ
り
ま
す
か
？
」 

子
ど
も
た
ち
は
太
白
山
の
方
向
を
指
で
さ
し
た
。 

「
青
葉
山
は
ど
っ
ち
の
ほ
う
に
あ
り
ま
す
か
？
」 

今
度
は
青
葉
山
の
方
向
を
指
さ
し
た
。 

「
場
所
や
行
き
先
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
、
み
ん
な
は
、
指
で
さ
す
で

し
ょ
う
。
そ
の
人
さ
し
指
を
き
ゅ
っ
と
ま
げ
て
ご
ら
ん
」 

「
あ
っ
、
ゆ
び
が
『
へ
』
の
字
に
な
っ
た
」 

そ
れ
か
ら
、
「
へ
」
の
字
の
指
模
型
（
図
⑦

）

を
と
り
だ
し
て
見
せ
た
。
こ
の
模
型
を
つ
か
っ

て
行
き
場
所
を
さ
し
示
し
な
が
ら
「
ど
こ
へ 

い
く
？
」
と
聞
く
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、「
え
き

へ
い
く
」
「
な
が
ま
ち
へ
い
く
」
「
で
ば
ー
と
へ

い
く
」
と
い
い
な
が
ら
、
模
型
の
よ
う

に
自
分
の
人
さ
し
指
を
曲
げ
て
返
事
を

返
し
て
き
た
。 

 

「
へ
」
は
、
助
詞
の
学
習
の
な
か
で
、

い
ち
ば
ん
定
着
が
む
ず
か
し
い
。
そ
れ

は
「
は
」「
を
」
と
く
ら
べ
て
、
使
用
頻

度
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
動
作
、
作
用
の
方
向
を
さ
し
示
す
場

合
を
表
す
と
き
に
、「
へ
」
の
か
わ
り
に
「
に
」
が
代
用
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
よ
る
。「
え
き
へ
い
く
」
と
い
う
か
わ
り
に
「
え
き
に
い
く
。
」

と
書
い
て
も
意
味
は
通
じ
る
わ
け
で
、
子
ど
も
に
よ
っ
て
は
「
へ
」

を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
子
も
で
て
く
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
へ
」

を
教
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
指
の
模
型
を
教
室
に
お
い

て
お
く
と
、
と
き
ど
き
思
い
出
し
た
よ
う
に
「
ぼ
く
は
、
ト
イ
レ
へ

い
く
」
な
ど
と
い
っ
て
は
、
ト
イ
レ
の
方
向
を
ゆ
び
さ
し
、
き
ゅ
っ

と
人
さ
し
指
を
ま
げ
て
教
室
を
出
て
行
く
子
も
い
た
。 助

詞
の
学
習

が
終
わ
っ
た
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
助

詞
を
組
み
合
わ

せ
て
文
作
り
を

し
て
い
く
。（
図

⑧

）
こ
の
よ
う

に
し
て
助
詞
が
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
読

み･

書
き
の
力
は
飛
躍
的
に
伸
び
て
く
る
よ
う
だ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

図
⑦ 

「 か な 文 字 の 教 え か た 」よ り  

図
⑧ 


