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一　

学
習
者
の
日
常
か
ら

「
書
く
こ
と
」の
学
び
へ

　

子
ど
も
た
ち
が
文
章
を
書
か
な
い
と
い
う
声
や
、

文
章
を
書
く
こ
と
が
嫌
い
だ
と
い
う
声
を
よ
く
耳
に

す
る
が
、実
は
彼
ら
は
日
常
生
活
の
中
で
多
く
の「
書

く
こ
と
」
の
活
動
に
携
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の

例
と
し
て
、
携
帯
電
話
を
通
し
て
メ
ー
ル
の
交
換
に

熱
中
す
る
場
面
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
携
帯

電
話
は
通
話
の
機
能
よ
り
も
メ
ー
ル
機
能
の
方
が
多

く
用
い
ら
れ
る
。「
ケ
ー
タ
イ
メ
ー
ル
」
の
出
現
に

な
い
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。彼
ら
の
中
に
は
、

「
書
く
こ
と
」へ
向
か
う
意
志
が
内
在
し
て
い
る
。「
書

く
こ
と
」
の
学
び
を
構
想
す
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
事

実
を
自
覚
的
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
か
ら
の
学
校
は
文
化
の
伝
達
と
い
う
目
的
を

超
え
て
、
学
習
者
に
と
っ
て
楽
し
く
か
つ
面
白
い
要

素
を
、
も
っ
と
大
胆
に
取
り
入
れ
る
努
力
を
す
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
師
は
ま
ず
教
科
担
当
者

と
し
て
、
担
当
科
目
の
授
業
内
容
に
楽
し
い
要
素
を

ど
の
よ
う
に
導
入
す
る
の
か
を
真
剣
に
模
索
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
国
語
教
育
は
今
後
、
学
習
者
に
い

か
に
楽
し
く
か
つ
価
値
あ
る
こ
と
ば
の
活
動
を
さ
せ

る
か
と
い
う
点
を
追
求
す
る
べ
き
で
あ
る
。「
書
く

こ
と
」
の
学
び
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
た
ち
に
内
在

す
る
「
書
く
こ
と
」
へ
向
か
う
意
志
を
、
い
か
に
有

効
に
引
き
出
す
か
と
い
う
課
題
に
対
応
す
る
工
夫
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

学
習
者
の
現
実
を
踏
ま
え
て
「
書
く
こ
と
」
の
学

び
を
構
想
す
る
際
に
、
ま
ず
次
の
三
点
を
目
標
と
し

て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

①　

�「
書
く
こ
と
」
に
対
す
る
興
味
・
関
心
・
意
欲

の
喚
起
。

②　
「
書
く
」
た
め
の
場
の
設
定
。

③　

�

円
滑
に
「
書
く
」
活
動
へ
と
導
く
手
引
き
（
課

題
）
の
工
夫
。

　

第
一
に
掲
げ
た
点
は
、「
書
く
こ
と
」
の
学
び
の

最
も
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
達
成
す

よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
以
前
よ
り
も
遥
か
に
「
書

く
こ
と
」を
実
践
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に「
ブ

ロ
グ
」
を
精
力
的
に
書
い
て
公
開
し
、「
プ
ロ
フ
」

と
称
さ
れ
る
自
己
紹
介
の
文
章
を
交
流
し
て
、
ネ
ッ

ト
上
で「
友
人
」を
獲
得
し
て
い
る
。
S
N
S（
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
）
を
利

用
す
る
と
、
多
様
な
「
書
く
こ
と
」
の
活
動
を
通
し

て
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
ケ
ー
タ
イ
や
ネ
ッ
ト
が
抱
え
る
「
闇
」
の
部
分

に
対
す
る
認
識
が
必
要
な
こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ

が
、
本
稿
で
は
子
ど
も
た
ち
は
書
く
こ
と
が
嫌
い
で



�

る
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
意
欲
喚
起
に
つ
な
が

る
学
習
材
を
開
発
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し

て
第
二
点
と
し
て
、
単
に
書
く
た
め
の
技
術
を
教
え

込
む
だ
け
で
は
な
く
、
必
ず
学
習
者
が
実
際
に
書
く

活
動
を
展
開
す
る
場
所
を
学
び
の
中
に
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
。「
書
く
こ
と
」
の
学
び
は
、
実
際
に
書

く
活
動
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
い
か
に

効
果
的
な
活
動
の
場
を
設
定
す
る
か
が
、
指
導
者
側

の
工
夫
に
か
か
っ
て
い
る
。そ
し
て
第
三
点
と
し
て
、

無
理
な
く
表
現
活
動
へ
と
い
ざ
な
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
な
、
適
切
な
「
手
引
き
」
す
な
わ
ち
学
習
課
題

を
工
夫
す
る
こ
と
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
以
上

の
三
点
の
目
標
は
、
相
互
に
密
接
に
関
連
す
る
。�

二　
「
日
常
」と「
学
び
」を
結
ぶ
た
め
に

「
書
く
こ
と
」
の
学
び
を
構
想
す
る
際
に
重
要
な
こ

と
は
、
学
習
者
の
「
日
常
」
と
教
室
で
の
「
学
び
」

と
を
有
効
に
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
具
体

的
な
方
策
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

①　

�

教
室
を
離
れ
た
日
常
の
中
で
、「
書
く
こ
と
」

に
関
わ
る
課
題
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
。

②　

�

国
語
科
の
授
業
の
中
で
「
書
く
こ
と
」
の
活
動

を
推
進
し
、
日
常
の
場
面
に
生
か
す
こ
と
。

　

第
一
の
方
策
は
、
国
語
科
の
課
題
と
し
て
「
書
く

こ
と
」
に
つ
な
が
る
も
の
を
用
意
し
て
、
教
室
を
離

れ
た
日
常
の
中
で
取
り
組
む
よ
う
に
導
く
方
向
で
あ

る
。「
書
く
こ
と
」
の
学
び
は
授
業
時
間
の
中
の
み

で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
授
業
内
容
に
関
連
し

た
も
の
と
は
別
に
、「
年
間
課
題
」
と
し
て
一
年
間

を
通
し
て
継
続
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
課
題
を
工
夫
し
て
み
た
い
。
国
語
科
は
日
常
生
活

に
お
い
て
常
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
を
直
接
学
ぶ
教

科
と
い
う
こ
と
で
、
日
ご
ろ
か
ら
こ
と
ば
に
対
す
る

関
心
と
問
題
意
識
を
高
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

年
間
課
題
の
具
体
例
と
し
て
、「
ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ

ン
グ
」
と
称
す
る
課
題
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
、
学

習
者
が
身
近
な
場
所
か
ら
様
々
な
こ
と
ば
を
採
取
す

る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
新
聞
・
雑
誌
や
本
は
も
ち

ろ
ん
、
C
M
、
テ
レ
ビ
番
組
、
映
画
、
ゲ
ー
ム
、
歌

詞
な
ど
、
身
近
な
場
所
か
ら
新
し
く
出
会
っ
た
こ
と

ば
や
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
ば
を
選
ん

で
、
B
6
サ
イ
ズ
の
カ
ー
ド
に
一
枚
に
一
項
目
ず
つ

記
入
す
る
。
ま
ず
採
取
し
た
こ
と
ば
を「
見
出
し
語
」

と
し
て
記
入
し
、
続
い
て
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
、
用

例
、
出
典
、
採
取
年
月
日
を
し
っ
か
り
と
記
入
す
る
。

少
し
ず
つ
こ
と
ば
の
ス
ト
ッ
ク
が
増
え
た
と
こ
ろ

で
、
集
め
た
こ
と
ば
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
学
習
の
形

態
に
よ
っ
て
学
習
者
が
相
互
に
情
報
交
換
を
す
る
。

ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
採
取
し
た
こ
と
ば
を
新
た
な
学
習

材
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
と
ば
の
ス
ト
ッ
ク
が
拡
大
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

集
め
る
こ
と
ば
は
単
語
の
み
に
と
ど
め
ず
に
、
成

句
の
単
位
で
扱
う
こ
と
も
で
き
る
。
採
取
す
る
場
所

と
し
て
は
、
主
に
C
M
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
。
短
い
フ
レ
ー
ズ
に
凝
縮
さ
れ
た
表
現

の
工
夫
を
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
フ
レ
ー
ズ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
と
称
す
る
課
題

だ
が
、
表
現
に
対
す
る
学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
育

て
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
。「
ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン

グ
」
と
同
様
に
B
6
サ
イ
ズ
の
カ
ー
ド
に
一
枚
一
項

目
を
厳
守
し
て
整
理
す
る
。
こ
と
ば
と
と
も
に
表
現

に
対
す
る
関
心
を
育
て
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
意
識
を

着
実
に
「
書
く
こ
と
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
通
し
て
学
習
者
の
語
彙
を

豊
か
に
し
、
言
語
表
現
に
対
す
る
関
心
を
育
て
る
こ

と
は
、
彼
ら
の
「
日
常
」
と
教
室
の
「
学
び
」
と
を

つ
な
ぐ
た
め
の
一
つ
の
手
立
て
と
な
る
。
な
お
課
題

に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
要
件
は
、
学
習
者
の
興
味
・

関
心
を
引
き
出
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
課
題

と
し
て
の
負
担
が
あ
ま
り
過
剰
に
な
ら
な
い
こ
と
、

そ
し
て
国
語
科
の
学
び
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
の
三
点
で
あ
る
。

　

続
い
て
第
二
の
方
策
は
、
国
語
科
の
授
業
の
中
に

「
書
く
こ
と
」
の
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
そ

こ
か
ら
学
習
者
の
日
常
の
書
く
活
動
へ
と
つ
な
ぐ
こ

と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の

授
業
で
毎
時
間
、「
研
究
の
手
引
き
」と「
授
業
レ
ポ
ー

ト
」
お
よ
び
「
研
究
資
料
」
と
称
す
る
プ
リ
ン
ト
を

準
備
し
て
、そ
れ
に
即
し
た
展
開
を
工
夫
し
て
い
る
。

す
で
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
授

業
を
組
織
し
て
い
る
が
、
毎
回
担
当
者
側
の
負
担
相



�

応
の
教
育
効
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
研

究
の
手
引
き
」
に
は
、
そ
の
授
業
の
目
標
、
学
習
活

動
、
評
価
の
観
点
、
課
題
、
次
回
の
予
定
な
ど
を
整

理
し
て
示
す
。「
研
究
の
手
引
き
」
に
よ
っ
て
、
学

習
者
が
授
業
の
目
標
や
課
題
を
確
認
し
、
的
確
な
学

習
活
動
が
可
能
と
な
る
。ま
た「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」は
、

学
習
者
が
授
業
の
展
開
に
即
し
て
記
入
し
て
、
全
員

が
授
業
終
了
時
に
提
出
す
る
。「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」

で
個
々
の
学
習
者
の
状
況
を
可
能
な
限
り
把
握
し
、

常
に
効
果
的
な
授
業
内
容
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き

る
。「
研
究
資
料
」
に
は
、
授
業
に
関
連
し
た
副
教

材
や
参
考
資
料
を
載
せ
て
配
布
す
る
。

　

先
に
「
書
く
こ
と
」
の
学
び
の
目
標
の
第
三
点
と

し
て
掲
げ
た
「
表
現
の
た
め
の
場
の
設
定
」
と
い
う

事
項
と
の
関
連
か
ら
考
え
る
と
き
、「
授
業
レ
ポ
ー

ト
」
は
ま
さ
に
書
く
た
め
の
「
場
」
と
し
て
機
能
す

る
と
言
え
よ
う
。
毎
回
提
出
と
な
る
緊
張
感
は
、
学

習
者
の
意
識
を
「
書
く
こ
と
」
に
向
か
わ
せ
る
。
ま

た
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
を
ま
と
め
る
と
い
う

練
習
も
で
き
る
。
さ
ら
に
個
々
の
学
習
者
の
学
習
活

動
を
評
価
す
る
際
に
も
、「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
は
効

力
を
発
揮
す
る
。
そ
こ
に
は
、
学
習
者
の
自
己
評
価

と
、
グ
ル
ー
プ
学
習
時
の
相
互
評
価
の
要
素
も
含
め

て
あ
る
。「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
に
収
録
さ
れ
る
学
習

者
の
ナ
マ
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
授
業
を
進
め

る
よ
う
に
心
が
け
て
き
た
。
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
実

践
例
で
は
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
「
研
究
の
手
引
き
」

「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」「
研
究
資
料
」
を
用
い
た
指
導
に

よ
っ
て
、
指
導
内
容
の
徹
底
お
よ
び
充
実
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
。
授
業
時
に
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
に
記

録
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
書
く
こ
と
の
習
慣
を
身
に

付
け
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
日
常
に
お
け
る
書
く
活

動
へ
の
発
展
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
授
業

レ
ポ
ー
ト
」
の
扱
い
も
ま
た
、「
学
び
」
と
「
日
常
」

と
を
架
橋
す
る
も
の
で
あ
る
。

三　
「
書
く
こ
と
」へ
向
か
う
意
志
を

ど
う
生
か
す
か

　

冒
頭
で
「
ケ
ー
タ
イ
メ
ー
ル
」
の
話
題
を
出
し
た

が
、
た
と
え
ば
「
ケ
ー
タ
イ
」
と
「
書
く
こ
と
」
と

を
結
び
付
け
る
と
い
う
発
想
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

は
、「
書
く
こ
と
」
の
日
常
化
を
目
指
す
と
い
う
課

題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
の
一
つ
の
視
座
と
な

る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
府
川
源
一
郎
は
、「
ケ
ー

タ
イ
作
文
の
可
能
性
」（
日
本
国
語
教
育
学
会
『
月

刊
国
語
教
育
研
究
』
二
〇
〇
三
・
七
）
に
お
い
て
ケ
ー

タ
イ
メ
ー
ル
を
取
り
上
げ
た
。
府
川
は
学
習
者
の
現

実
に
着
目
し
、そ
の
現
実
の
中
に
あ
る
素
材
を「
切
っ

て
捨
て
る
」
こ
と
を
せ
ず
、
逆
に
そ
の
素
材
の
「
可

能
性
」
を
取
り
上
げ
て
新
た
な
授
業
を
構
想
し
よ
う

と
す
る
。
さ
ら
に
「
生
活
綴
り
方
」
に
お
け
る
洋
紙

と
謄
写
版
と
い
う
印
刷
手
段
の
普
及
に
着
目
し
、
携

帯
電
話
と
い
う
機
器
の
普
及
の
中
に
今
後
の
「
可
能

性
」
の
一
つ
の
要
素
を
見
出
し
て
い
る
。
注
目
す
べ

き
提
言
で
あ
る
。

　

日
常
生
活
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
メ
ー

ル
の
送
受
信
を
繰
り
返
す
と
い
う
事
実
に
目
を
向
け

て
、「
書
く
こ
と
」
へ
向
か
う
意
志
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
そ
こ
に
は
、
情
報
の
双
方
向
性
と
い
う
要

素
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
情
報
を
一
方
的
に
送
信

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
必
ず
相
手
か
ら
の
返
信
を
期

待
す
る
と
い
う
意
志
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

返
信
の
ス
ピ
ー
ド
と
、
相
手
と
の
人
間
関
係
を
対
応

さ
せ
て
考
え
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
相
手
と
顔
を
合
わ
せ
て
の
直
接
的

な
も
の
で
は
な
い
、
間
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
点
も
重
要
な
要
素
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
間
接
的
か
つ
双
方
向
の
交
信
を
可

能
に
す
る
と
い
う
要
素
を
メ
ー
ル
の
特
性
と
し
て
把

握
し
、
そ
れ
を
教
室
で
の
「
書
く
こ
と
」
の
学
び
に

取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。以
下
に
、「
交
流
作
文
」

と
称
す
る
具
体
的
な
実
践
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

　

わ
た
く
し
は
中
・
高
一
貫
の
私
立
学
校
に
勤
務
し

た
経
験
か
ら
、
異
な
る
学
年
の
間
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

交
流
す
る
と
い
う
形
態
を
取
り
入
れ
た「
書
く
こ
と
」

の
学
習
指
導
を
展
開
し
た
こ
と
が
あ
る
。
高
校
生
の

授
業
で
「
後
輩
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
中
学
生
に
宛
て
た
手
紙
を
書
か
せ
、
そ
れ
を
実
際

に
中
学
生
が
読
ん
で
感
想
を
ま
と
め
る
と
い
う
実
践

で
あ
る
。
中
学
生
・
高
校
生
の
双
方
が
相
手
か
ら
の

反
応
に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
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四　

新
し
い「
書
く
こ
と
」の
学
び
へ

　

本
稿
で
は
ま
ず
学
習
者
の
日
常
の
中
に
あ
る
「
書

く
こ
と
」へ
向
か
う
意
志
を
確
認
し
た
。「
書
く
こ
と
」

の
学
び
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
志
を
引
き
出
す
よ
う

に
心
が
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
学
び
の

過
程
で
常
に
書
く
活
動
の
場
を
自
然
な
形
で
設
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
理
な
く
「
書
く
こ
と
」
へ
と

向
か
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
学
習
者
の
日
常
と
学
校

と
を
隔
て
る
境
界
を
越
境
し
て
、
書
く
活
動
へ
と
い

ざ
な
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
興
味
・
関
心
を
十
分
に

喚
起
し
得
る
学
習
材
を
提
供
す
る
必
要
も
あ
る
。
わ

た
く
し
は
、
漫
画
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
映
像
、
音

楽
、
ゲ
ー
ム
な
ど
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
に
分
類
さ

れ
る
も
の
の
学
習
材
と
し
て
の
可
能
性
を
追
求
し
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習

材
と
し
て
多
大
な
効
力
を
発
揮
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

学
習
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
章
は
、
グ
ル
ー
プ

レ
ベ
ル
で
相
互
評
価
を
実
施
し
、
ク
ラ
ス
全
体
に
お

い
て
も
吟
味
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し

て
最
終
的
に
は
個
人
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
、

表
現
を
磨
く
こ
と
が
で
き
る
。
教
室
に
は
異
な
る
個

性
を
有
す
る
多
く
の
学
習
者
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
お
の
ず
と
独
自
の
「
文
化
」
が
生
成
さ
れ
る
。

わ
た
く
し
は
そ
れ
を
「
教
室
の
文
化
」
と
称
し
て
い

る
が
、
こ
の
「
教
室
の
文
化
」
を
生
か
し
た
評
価
を

実
現
す
る
こ
と
も
、「
書
く
こ
と
」
の
学
び
の
構
想

ま
ち
だ　

も
り
ひ
ろ　

早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術

院
教
授
。
学
習
者
に
身
近
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
学
習
材
開

発
と
授
業
開
発
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
い
る
。
著
書
に『
国

語
科
授
業
構
想
の
展
開
』（
三
省
堂
）
な
ど
。

に
含
め
て
お
き
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
主
に
学
習
者
の
「
書
く
こ
と
」
に
対

す
る
興
味
・
関
心
の
喚
起
と
い
う
点
を
基
盤
と
し
た

学
び
に
言
及
し
た
。
表
現
意
欲
を
育
て
る
こ
と
が
、

最
も
重
要
な
実
践
的
課
題
と
判
断
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
本
来
、
書
く
こ
と
が
嫌
い
で

は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
で
書
か
さ
れ
る

作
文
は
苦
手
と
い
う
声
が
あ
る
。
も
し
も
作
文
教
育

を
受
け
る
こ
と
が
彼
ら
か
ら
書
く
こ
と
の
楽
し
み
を

奪
っ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
本
末
転

倒
で
あ
る
。
彼
ら
が
自
ら
の
生
き
る
現
実
の
中
で
少

し
ず
つ
育
ん
で
き
た
「
書
く
こ
と
」
へ
向
か
う
意
志

を
学
校
で
は
大
切
に
し
て
、
よ
り
広
く
大
き
な
表
現

意
欲
へ
と
育
て
る
必
要
が
あ
る
。

　

ケ
ー
タ
イ
メ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
ど

も
た
ち
の
日
常
の
中
に
は
「
書
く
こ
と
」
へ
向
か
う

意
志
に
深
く
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
メ
デ
ィ
ア
の
持
つ
特
性
を
授
業
に
も
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
、「
書
く
こ
と
」
の
新
し
い
学
び
を
構
想

し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
書
く
こ
と
」
の
日
常

化
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
新
た
な
側
面
か
ら
光
を

当
て
る
こ
と
で
も
あ
る
。

題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
氏
名
は
使
用
せ
ず
に

す
べ
て
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
対
応
す
る
こ
と
に
し
た
。
同

じ
学
校
の
中
学
生
と
高
校
生
と
の
「
交
流
作
文
」
に

よ
っ
て
、
彼
ら
の
「
書
く
こ
と
へ
と
向
か
う
意
志
」

を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
学
生
の
教
職
課
程
に
お
け
る「
国
語
科
教
育
法
」

の
授
業
で
は
、
高
校
生
に
向
け
て
短
作
文
の
課
題
を

発
信
す
る
と
い
う
内
容
で
展
開
し
た
。
十
分
間
に

八
〇
〇
字
程
度
の
文
章
を
書
く
と
い
う
前
提
の
も
と

で
、
大
学
生
に
課
題
を
考
案
さ
せ
る
。
作
成
さ
れ
た

課
題
は
、
そ
の
ま
ま
実
際
に
高
校
生
に
課
題
に
即
し

て
取
り
組
ま
せ
た
。
そ
の
結
果
書
か
れ
た
文
章
は
再

度
大
学
生
に
戻
し
て
、
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

る
。
高
校
生
に
は
与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
す
る
作
文

と
は
別
に
、
課
題
そ
の
も
の
に
対
す
る
感
想
も
書
か

せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
相
手
を
想
定
し
て
書
く
こ
と
は
、
今

日
の
メ
ー
ル
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

な
が
る
。
学
習
者
の
生
活
す
る
「
い
ま
、
こ
こ
」
の

文
脈
の
中
か
ら
適
切
な
状
況
を
取
り
上
げ
て
、
学
習

の
テ
ー
マ
と
す
る
。
そ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
異
な

る
学
年
の
間
で
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
交
流
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
書
く
こ

と
」
の
学
び
の
新
し
い
可
能
性
を
開
く
こ
と
が
期
待

で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
取
り
組
み
を「
交
流
作
文
」

と
称
し
て
、
二
〇
〇
七
年
現
在
も
実
践
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。


