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《
授
業
と
子
ど
も
》 

 

ひ
ら
が
な
の
授
業(

８) 
―
長
い
音
は
お
か
あ
さ
ん
の
音
が
お
手
伝
い
― 

千
葉 

建
夫 

 
 

 
 

み
じ
か
い
音
と
長
い
音 

 

長
音
も
一
音
節
を
二
文
字
で
表
す
仲
間
で
あ
る
。 

長
音
の
学
習
は
、
ま
ず
、
対
応
す
る
短
音
と
比
べ
て
ち
が
う
音
節

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
最
初

の
授
業
に
な
る
。
（
図
①
） 

 

「
鳥
の
仲
間
で
黒
い
の
は
何
の
鳥
は
？
」 

「
カ
ラ
ス
」 

「
そ
の
カ
ラ
ス
は
、
何
て
鳴
く
の
？
」 

「
カ
―
カ
―
」 

「
カ
ラ
ス
の
カ
の
音
と
、
鳴
き
声
の
カ
―
の
音
と
は
、
同
じ
か
な
？
」 

「
あ
の
ね
。
カ
を
伸
ば
す
と
、
カ
―
と
な
る
よ
」 

「
カ
の
音
の
し
る
し
を
・
で
書
い
た
ね
。
カ
―
は
ど
う
す
る
？
」 

「
カ
は
・
だ
か
ら
、
カ

―
は
の
ば
し
て

―
に
す
れ
ば
い
い
」 

こ
の
よ
う
な
対
話
を
と
お
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
短
音
の
「
カ
」
と

長
音
の
「
カ
―
」
の
ち
が
い
に
気
が
つ
き
、
記
号
化
ま
で
思
い
つ
い

た
。
そ
れ
か
ら
「
カ
―
」
は
「
カ
」
と
口
を
動
か
す
回
数
は
同
じ
だ

が
、
発
音
し
て
い
る
時
間
は
二
倍
か
か
る
こ
と
を
お
さ
え
た
。（
前
回

の
促
音
の
授
業
・
図
②
を
参
照
）
そ
し
て
「
カ
」
と
い
う
「
み
じ
か

い
音
」
に
対
し
て
「
カ
―
」
は
「
な
が
い
音
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
。 

  
 

な
が
い
音
の
た
ん
ご
を
さ
が
す 

 

次
に 

― 

― 

と
黒
板
に
書
い
て
、
長
い
音
が
二
つ
な
ら
ん
で

い
る
単
語
あ
つ
め
を
し
て
み
た
。 

メ
―
メ
―
（
ひ
つ
じ
）
、
モ
―
モ
―
（
牛
）
、
ブ
―
ブ
―
（
ぶ
た
）
、

ク
―
ク
―
（
ね
い
き
）
、
グ
―
グ
―
（
い
び
き
）
、
シ
―
シ
―
（
お
し

っ
こ
）
、
キ
―
キ
―
（
と
び
ら
）
、
ネ
―
ネ
―
（
聞
く
）
、
ソ
―
ソ
―
（
あ

い
づ
ち
）
、
ス
―
ス
―
（
す
き
ま
風
）
、
サ
―
サ
―
（
お
あ
が
り
）
、
ハ

―
ハ
―
（
つ
か
れ
た
）
、
マ
―
マ
―
（
あ
ま
え
る
）
、
ヤ
―
ヤ
―
（
か

け
ご
え
）
、
フ
―
フ
―
（
あ
つ
い
お
ち
ゃ
）・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。 

最
初
は
鳴
き
声
だ
け
だ
っ
た
が
、
生
活
の
場
面
の
か
け
声
や
擬
音
語

が
お
も
し
ろ
い
ほ
ど
集
ま
っ
た
。 

 

つ
づ
い
て
、
こ
の
長
音
の
書
き
表
し
方
の
学
習
に
は
い
っ
た
。
折

り
た
た
み
式
の
教
具
を
準
備
し
（
図
②
）
、

「
オ
バ
サ
ン
」
と
「
オ
バ
―
サ
ン
」
の

発
音
の
ち
が
い
を
比
べ
た
。 

「
オ
バ
サ
ン
は
・
・
・
・
で
四
つ
の
短

い
音
で
す
ね
。
オ
バ
―
サ
ン
は
、 

・
―
・
・
で
、
こ
れ
も
四
つ
の
音
で
す

図
① 

図
② 
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が
、
二
番
目
に
バ
―
と
い
う
長
い
音
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
ば
」
の

字
の
下
に
空
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
で
す
か
？
」 

「
『
バ
―
』
は
ね
。
の
ば
す
と
、
『
―
ア
』
と
、
あ
と
に
『
ア
』
の
音

が
で
て
く
る
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、
『
あ
』
の
字
を
い
れ
れ
ば
い
い
よ
」 

「
よ
く
気
が
つ
い
た
ね
。
じ
つ
は
、『
バ
』
と
い
う
音
を
長
く
の
ば
す

と
、
『
ば

―
ア
』
と
『
あ
』
の
お
か
あ
さ
ん
が
で
て
き
ま
す
ね
。
だ

か
ら
、『
ば
』
の
あ
と
に
『
あ
』
の
お
か
あ
さ
ん
の

字
を
書
く
こ
と
に
す
る
ん
だ
よ
」 

 
長
い
音
は 

お
か
あ
さ
ん
が
お
て
つ
だ
い 

 

そ
れ
か
ら
、
ア
段
の
長
音
表
記
の
た
め
の
表
（
図

③
）
を
出
し
て
、
表
の
単
語
を
発
音
し
て
み
た
。 

「
ア
段
の
子
ど
も
た
ち
が
、
長
い
音
に
な
っ
て
単

語
を
つ
く
る
と
き
に
は
、
あ
の
お
母
さ
ん
が
手
伝

っ
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
」 

そ
う
い
っ
て
、
表
の
長
音
の
空
欄
に
あ
の
文
字

を
書
き
入
れ
た
。
す
る
と
、
テ
ッ
ち
ゃ
ん
が 

「
あ
の
ね
。
子
ど
も
が
長
い
音
に
な
り
た
い
と
き

に
、
お
か
あ
さ
ん
に
か
た
ぐ
る
ま
し
て
も
ら
え

る
ん
だ
ね
」 

と
発
言
し
た
。

そ
の
例
え
が
子

ど
も
た
ち
に
よ

く
わ
か
っ
た
ら
し
い
。(

図
④) 

次
に
イ
段
の
長
音
表
記
の
た
め
の
表
（
図

⑤
）
を
提
示
し
た
。
こ
れ
を
見
た
子
ど
も
た

ち
は
す
ぐ
に
、 

「
わ
か
っ
た
！
『
い
』
の
子
ど
も
に
は
、『
い
』

の
お
か
あ
さ
ん
が
お
手

伝

い

に

く

る

ん

で

し

ょ
」 

と
反
応
し
て
き
た
。
イ

段

の

単

語

の

空

欄

に

「
い
」
を
書
き
こ
む
と
、

ア
段
と
イ
段
の
学
習
か

ら
、
子
ど
も
た
ち
は
長

い
音
を
書
き
表
す
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
に

お
か
あ
さ
ん
の
音
の
文

字
を
そ
え
て
二
つ
の
ひ

ら
が
な
文
字
で
か
け
ば

い
い
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
た
よ
う
だ
。 

表
に
あ
る
外
来
語
の
長
音
は
、
カ
タ
カ
ナ

を
学
ん
で
か
ら
「
―
」
の
し
る
し
で
書
き
表

す
こ
と
と
し
、
こ
の
段
階
で
は
全
部
ひ
ら
が

な
で
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。 

次
に
ウ
段
の
長
音
表
記
の
た
め
の
表
（
図

⑥
）
を
提
示
す
る
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち

図
④ 

図
⑤ 

図
⑥ 

図
③ 

図
⑤ 
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か
ら
、「
う
だ
ん
の
子
ど
も
の
長
い
音
は
「
う
」
の
お
か
あ
さ
ん
が
お

て
つ
だ
い
！
」
と
い
う
大
合
唱
が
起
き
て
こ
れ
も
簡
単
に
解
決
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
ア
段
、
イ
段
、
ウ
段
の
長
音
表
記
は
わ
か
り
や
す

い
。
発
音
も
あ
ら
た
に
母
音
を
発
音
す
る
の
で
は
な
く
、
前
の
母
音

を
も
う
一
つ
重
ね
て
そ
の
ま
ま
ひ
き
の
ば
し
た
音
節
（
な
が
母
音
）

に
な
っ
て
い
る
。
温
泉
に
は
い
っ
て
思
わ
ず
発
す
る
「
あ
あ
、
い
い
、

気
持
ち
」
と
い
う
声
の
「
あ
あ
」
は
、[aa]

～[a:]

の
、
ど
の
音
か
区

別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
似
て
い
る
。「
い
い
」（[ii]

～[i:]

）
も
、「
う
う
」

（[uu]

～[u:]

）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
に
非
常
の
近
い
発
音
な
の

で
、
実
際
上
の
区
別
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

え
だ
ん
は 

お
か
あ
さ
ん
が
い
な
い 

 

と
こ
ろ
が
、
エ
段
の[ei]

～[e:]

と
お
段
の

[ou]

～[o:]

は
発
音
は
、
非
常
に
微
妙
な
の
だ
。 

エ
段
の
長
い
音
の
書
き
表
し
方
に
は
い
っ

て
、
上
の
表
（
図
⑦
）
を
提
示
す
る
と
、
子
ど

も
た
ち
は
、 

「
け 

 
 

 

エ
、
あ
っ
、
え
だ
ん
だ
」 

と
す
ぐ
反
応
し
て
、
み
ん
な
「
え
」
を
い
れ
る 
子

ど
も
た
ち
は
、
ア
段
、
イ
段
、
ウ
段
で
つ
か
ん

だ
法
則
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
適
用
す
る
。 

と
こ
ろ
が
、「
改
定
現
代
仮
名
遣
い
」（
昭
６
１
・

国
語
審
議
会
答
申
）
に
よ
る
と
、
エ
段
の
長
音

と
し
て
は
素
直
に
認
め
て
い
る
の
は
、「
ね
え
さ

ん
」
と
応
答
語
の
「
え
え
」
だ
け
な
の
だ
。
「
栄
華
」
と
「
映
画
」
の

よ
う
に[ei]

と[e:]

と
の
ち
が
い
が
あ
っ
て
も
、
「
エ
列
の
長
音
と
し

て
発
音
さ
れ
る
か
、
エ
イ
、
ケ
イ
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
る
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
エ
列
の
仮
名
に
『
い
』
を
添
え
て
書
く
も
の
で
あ
る
」
と

定
め
て
い
る
。
エ
段
の
長
音
は
、
「
ね
え
さ
ん
」
「
え
え
」
以
外
は
す

べ
て
「
い
」
と
い
う
表
記
に
統
一
し
て
い

る
た
め
に
、「
生
活
」
を
「
セ
エ
カ
ツ
」
と

発
音
す
る
の
に
「
せ
い
か
つ
」
と
書
く
と

い
う
不
自
然
な
こ
と
が
起
き
る
。
子
ど
も

た
ち
は
納
得
で
き
な
い
ま
ま
覚
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
が
現
状
な
の
だ
。
エ
段
の

長
音
の
表
記
の
指
導
は
、
発
音
と
関
係
な

し
に
、「
い
」
の
文
字
を
長
音
記
号
と
し
て

あ
つ
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。 

 

エ
段
の
長
音
の
空
欄
に
「
え
」
を
い
れ

た
子
ど
も
た
ち
に
は
、
次
の
よ
う
な
お
話

し
を
し
た
。 

「
こ
れ
ま
で
、
ア
段
、
イ
段
、
ウ
段
の
子

ど
も
た
ち
が
長
い
音
に
な
る
と
き
は
、
お

か
あ
さ
ん
が
お
手
伝
い
に
き
て
く
れ
ま
し

た
。
で
も
、
エ
段
の
お
か
あ
さ
ん
は
、
昼

は
お
仕
事
に
で
か
け
て
い
る
ん
で
す
」 

す
る
と
、 

「
え
だ
ん
の
お
か
あ
さ
ん
は
、
共
か
せ
ぎ

図
⑧ 

 

図
⑦ 
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な
ん
だ
」 

と
い
う
声
が
し
た
。 

「
そ
う
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
エ
段
の
子
ど
も
た
ち
が
長
い
音
に
な

り
た
い
と
き
に
、
す
ぐ
お
手
伝
い
に
こ
ら
れ
ま
せ
ん
」 

「
だ
っ
た
ら
、
だ
れ
か
、
お
手
伝
い
に
く
る
の
？
」 

「
エ
段
の
お
か
あ
さ
ん
の
留
守
の
間
、『
こ
ま
っ
た
と
き
に
は
、
な
か

よ
し
の
イ
の
お
ば
さ
ん
に
て
つ
だ
っ
て
く
だ
さ
い
』
と
お
願
い
し
て

い
る
ん
で
す
」 

「
そ
う
な
の
。
え
の
お
か
あ
さ
ん
の
か
わ
り
に 

い
の
お
か
あ
さ
ん

が
き
て
く
れ
る
の
。
よ
か
っ
た
な
」 

こ
う
し
て
、
い
ち
お
う
、
子
ど
も
た
ち
に
は
エ
段
の
長
音
は
空
欄
に

「
い
」
を
添
え
て
書
き
表
す
こ
と
を
納
得
し
て
も
ら
っ
た
。
（
図
⑧
） 

  

え
だ
ん
の
お
ね
え
さ
ん
は 

あ
ま
え
ん
ぼ
う 

 

エ
段
の
単
語
の
長
音
表
記
の
練
習
を
し
た
あ
と
で
、
こ
の
一
般
的

な
原
則
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
「
お
ね
え
さ
ん
」
の
絵
（
図
⑨
）
を
提

出
し
た
。
そ
れ
を
見
て
、 

「
『
オ
ネ
―
サ
ン
』
だ
か
ら
、
エ
段
だ
。
お
ね
い
さ
ん
で
い
い
ん
だ

よ
ね
」 

と
子
ど
も
た
ち
は
い
う
。 

「
と
こ
ろ
が
ね
、
こ
の
た
ん
ご 

 
 

だ
け
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
」 

「
え
ー
ち
が
う
の
？
」 

「
エ
段
の
こ
ど
も
た
ち
の
な
か

に
ね
。
ひ
と
り
あ
ま
え
ん
ぼ
う
の
単
語
が
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
、 

オ
ネ
―
サ
ン
で
す
。
オ
ネ
―
サ
ン
は
、
え
の
お
か
あ
さ
ん
で
な
け
れ

ば
い
や
い
や
と
い
っ
て
、
泣
き
や
み
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
え
の
お
か

あ
さ
ん
が
き
て
く
れ
て
、
お
ね
え
さ
ん
と
な
っ
た
の
で
す
」 

「
お
ね
え
さ
ん
な
の
に
、
お
か
し
い
ね
」 

「
お
か
あ
さ
ん
は
、
お
し
ご
と
、
こ
ま
っ
ち
ゃ
う
じ
ゃ
な
い
」 

と
子
ど
も
た
ち
は
文
句
を
い
い
な
が
ら
、
エ
段
の
例
外
と
な
る
「
ね

え
さ
ん
」
の
書
き
表
し
方
を
覚
え
て
い
っ
た
。 

 

エ
段
の

学
習
の
あ

と
だ
っ
た
。

ク
ラ
ス
の

キ
ヨ
ち
ゃ

ん
が
絵
本

を
抱
え
て

勢
い
よ
く

教
室
に
入

っ
て
く
る

な
り
、
私

の
前
に
き

て
、 

「
ね
え
、

ね
え
、
見

て
。
あ
ま

図
⑨ 

図
⑩ 
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え
ん
ぼ
う
の
た
ん
ご
を
も
う
ひ
と
つ
み
つ
け
た
よ
」
と
い
っ
て
、
見

せ
て
く
れ
た
の
は
、「
め
え
め
え
こ
や
ぎ
」
の
歌
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、

鳴
き
声
の
メ
―
メ
―
が
「
め
え
め
え
」
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ヨ
ち
ゃ

ん
が
発
見
し
た
「
め
え
め
え
」
も
エ
段
の
例
外
表
記
の
仲
間
に
い
れ

て
、
子
ど
も
た
ち
と
あ
ま
え
ん
ぼ
う
単
語
と
名
づ
け
た
。
そ
し
て
、

「
あ
ま
え
ん
ぼ
う
の
お
は
な
し
」（
図
⑩
）
を
つ

く
っ
て
、
お
ぼ
え
る
こ
と
に
し
た
。 

 
お
だ
ん
は
あ
ま
え
ん
ぼ
う
が
い
っ
ぱ
い 

 

オ

段
の
長
音
も
エ
段
の
長
音
と

ま
っ
た
く

同
じ
よ
う
に
授
業
は
展
開
し
た
。 

「
オ
段
の
お
か
あ
さ
ん
も
お
で
か
け
で
す
」 

と
い
っ
た
ら
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
、 

「
わ
か
っ
た
！
こ
ん
ど
は
う
だ
ん
の
お
か
あ
さ

ん
が
お
て

つ
だ
い
に
き
て
く
れ
る
の
で

し
ょ

う
」 

と
先
回
り
し
て
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。 

「
オ
段
の
長
い
音
は
オ
段
の
子
ど
も
に

う

の

お
か
あ
さ
ん
が
お
手
伝
い
を
し
ま
す
」
（
図
⑪
） 

と
学
習
を
ま
と
め
て
い
た
ら
、
こ
ん
ど
は
、 

「
お
だ
ん
に
は
、
あ
ま
え
ん
ぼ
う
の
た
ん
ご
は

い
な
い
の
？
」 

と
聞
い
て
き
た
。 

「
そ
う
な
ん
で
す
。
じ
つ
は
ね
。
ウ
段
に
は
、

お

の
お
か
あ
さ
ん
で
な
い
と
イ
ヤ
と

い

う 

あ
ま
え
ん
ぼ
う
の
た
ん
ご
が
た
く
さ

ん
い
て
ね
。
こ
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
の
」 

と
い
う
と
、 

「
そ
の
た
ん
ご
は
、
何
な
の
？
お
し
え
て
、

お
し
え
て
」 

と
聞
い
て
く
る
。 

「
改
定
現
代
仮
名
遣
い
」
に
は
、「
次
の
よ

う
な
語
は
、
オ
列
の
仮
名
に
「
お
」
を
添

え
て
書
く
。
」
と
あ
っ
て
、
お
段
の
例
外
表

記
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
図
⑫
） 

 

お
お
か
み
と
こ
お 

ろ
ぎ
の
は
な
し 

 

一

年

生

で

こ

れ

ら

す
べ
て
を
暗
記
す
る
必

要
は
な
い
の
で
、
私
は

こ
こ
か
ら
低
学
年
で
よ

く
使
わ
れ
る
九
つ
の
単

図
⑪ 

図
⑬ 

図
⑫ 
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語
を
選
ん
で
、
紙
芝
居
風
の
お
話
（
図
⑬
）
を
つ
く
っ
た
。「
お
お
か

み
の
話
」
は
「
か
な
文
字
の
教
え
方
」(

須
田
清
著)

に
出
て
い
る
話
、

こ
れ
に
「
こ
お
ろ
ぎ
の

お
話
」
を
つ
け
く
わ
え

た
。
す
る
と
、
こ
の
お

話
を
聞
い
た
子
ど
も
た

ち
が
、
自
分
た
ち
も
作

り
た
い
と
い
い
出
し
た
。

作
ら
せ
て
み
た
ら
、
み

ご
と
な
お
話
し
が
で
き

あ
が
っ
た
。（
図
⑭
）
お

段
の
長
音
表
記
の
例
外

も
こ
の
お
話
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
て
、
歌
の
よ
う
に
し
て
覚
え
た
。 

  

ち
が
い
を
み
わ
け
る
手
が
か
り
に 

 「
お
お
か
み
と
こ
お
ろ
ぎ
の
お
は
な
し
」
は
、
オ
段
の
長
音
の
表
記

が
「
―
う
」
に
な
る
か
、「
―
お
」
と
な
る
か
を
見
分
け
る
キ
ー
ワ
ー

ド
と
な
る
。
い
ろ
い
ろ
な
単
語
で
見
分
け
る
練
習
を
し
た
。
（
図
⑮
） 

最
後
の
「
と
お
り
」
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。
「
と
お
り
（
通
り
）
」

は
、
「
と
お
る
（
通
る
）
」
と
い
う
動
詞
が
名
詞
化
し
て
い
る
わ
け
で

今
の
段
階
で
は
無
理
な
の
は
当
然
だ
っ
た
。
他
の
動
詞
や
形
容
詞
な

ど
の
語
尾
変
化
の
あ
る
単
語
な
ど
も
、
学
年
が
進
ん
で
深
く
日
本
語

の
し
く
み
を
学
ぶ
に
つ
れ
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。 

子
ど
も
た
ち
が
、
エ
段
と
オ
段
の
長
音
表
記
と
そ
の
例
外
を
見
分

け
て
、
書
き
表
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な

い
。
け
れ
ど
、
そ
の
し
く
み
を
学
ぶ
こ
と
で
、
「
氷
」
が
「
こ
お
り
」

か
「
こ
う
り
」
な
の
か
、「
王
様
」
が
「
お
う
さ
ま
」
か
「
お
お
さ
ま
」

な
の
か
を
弁
別
す
る
手
が
か
り
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
か

ら
な
く
な
っ
た
ら
、
何
度
も
こ
こ
に
も
ど
っ
て
考
え
る
よ
う
に
す
れ

ば
い
い
。
そ
う
し
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
は
よ
り
確
か
に
長
音
の
書
き

表
し
方
を
身
に
つ
け
て
い
け
る
は
ず
だ
と
思
う
。 

 
 

 
 

図
⑭ 

図
⑮ 


