
の
学
び
」
を

菖
て
る
教
吉

ー
子
ど
も
の
育
ち
を
考
え
る
-
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何
が
子
ど
も
の
育
ち
を

促
す
の
か

教
育
は
　
「
教
え
・
育
て
る
」
　
と
書

く
。
こ
の
こ
と
は
、
「
教
え
る
こ
と

が
子
ど
も
の
育
ち
を
促
す
の
だ
」
　
と

い
う
前
提
を
、
多
く
の
人
が
暗
黙
の

う
ち
に
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
の
証

左
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
こ

の
前
提
に
対
す
る
疑
念
が
芽
生
え
始

め
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
今
の
教

育
現
場
に
は
、
学
級
崩
壊
、
学
力
低

下
、
不
登
校
、
い
じ
め
等
々
、
こ
の

前
提
に
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い

よ
う
な
事
例
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
少
し
考
え
て
み
れ
ば
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
も
と

「
教
え
る
こ
と
が
子
ど
も
の
育
ち
を

促
す
」
　
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な

＼
0

な
ぜ
な
ら
、
「
教
え
」
　
は
子
ど
も

の
　
「
育
ち
」
　
の
必
要
条
件
で
は
あ
る

が
、
必
ず
し
も
十
分
条
件
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
の

「
育
ち
」
　
の
必
要
十
分
条
件
は
、
「
教

え
」
　
で
は
な
く
「
学
び
」
な
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
そ
の
　
「
学
び
」
　
は

「
真
の
.
学
び
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

＼
0

し
た
が
っ
て
、
「
教
え
る
こ
と
が

子
ど
も
の
育
ち
を
促
す
」
　
と
い
う
前

提
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
教
え
」

が
　
「
真
の
学
び
」
を
育
む
た
め
の
営

み
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。そ

れ
で
は
、
「
真
の
学
び
」
と
は
・

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
学
び
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

「
真
の
学
び
」
と

葉
緑
体
、
捕
食
、
心
の
成
長

人
は
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
だ
ろ
う

か
?
　
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え

は
、
お
そ
ら
く
「
‥
心
の
成
長
の
た
め
」

以
外
に
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
植
物
は
、
種
か
ら
芽
を

出
し
、
茎
を
伸
ば
し
、
菜
を
茂
ら
せ
、

や
が
て
花
を
咲
か
せ
て
実
を
結
ぶ
。

こ
う
し
た
植
物
の
成
長
は
、
菓
絞
体

の
働
き
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
植
物
は
、
地
中
に
根
を
張
り
、

成
長
に
必
要
な
養
分
　
(
無
桟
物
)
　
を

土
壌
か
ら
吸
収
す
る
。
そ
し
て
、
太

陽
光
線
を
利
用
し
て
光
合
成
を
行

い
、
無
機
物
を
有
機
物
に
変
え
る
。

植
物
の
成
長
は
、
無
機
物
を
有
機
物

に
変
え
る
、
こ
の
葉
緑
体
の
神
教
の

働
き
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

れ
に
対
し
、
動
物
は
進
化
の
過

程
で
葉
緑
体
を
失
っ
た
た
め
、
自
ら

の
体
内
で
有
機
物
を
作
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
動
物
は
他
の
生

物
を
捕
食
す
る
と
い
う
生
存
戦
略
を

採
用
し
た
。
つ
ま
り
、
動
物
は
　
「
食

べ
る
」
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
長
に
必

要
な
養
分
を
摂
取
す
る
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
も
動
物

の
一
種
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
人
間
も
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
長
す
る
。
我
々
人
間
は
、
朝
昼
晩
、

休
む
こ
と
な
く
食
べ
続
け
る
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
た
と

き
に
は
わ
ず
か
三
千
グ
ラ
ム
程
度
の

体
重
に
過
ぎ
な
か
っ
た
赤
ん
坊
も
、

二
十
年
後
に
は
、
約
二
十
倍
の
体
重

に
ま
で
成
長
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
、
植
竹

や
他
の
多
く
の
動
杓
た
ち
と
は
異
な

っ
て
、
体
だ
け
で
な
く
‥
心
も
成
長
す
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る
存
在
で
あ
る
。

そ
れ
て
は
、
‥
心
の
成
長
は
何
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
答
え
は
、
も
ち
ろ
ん
　
「
学

ぶ
こ
と
」
　
に
地
な
ら
な
い
。

侍
の
成
長
が
食
骨
を
　
「
食
.
へ
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
に

対
し
、
‥
心
の
成
長
は
知
議
や
技
能
を

「
学
ぶ
」
　
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
。
し
か
も
心
の
成
長
は
、
生
涯

に
わ
た
っ
て
紐
結
す
る
。

生
涯
学
習
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る

所
以
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
説
明
で
明
ら
か
な
よ
う

に
、
「
真
の
学
び
」
　
と
は
‥
心
の
成
長

に
つ
な
が
る
学
び
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
心
の
成
長
に
つ
な
が
ら
な
い

学
び
は
「
無
意
味
な
学
び
」
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
今
の
学
校
で
は
　
「
真
の
学

び
」
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
答
え
は

「
ノ
ー
」
　
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ

う
に
、
「
教
え
る
こ
と
が
子
ど
も
の

育
ち
を
促
す
の
だ
」
　
と
い
う
暗
黙
の

前
提
に
対
す
る
疑
念
が
芽
生
え
始
め

た
こ
と
に
、
塙
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
の
教

育
現
場
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
学
校
を
「
真
の
学
び
」
が
営
ま

れ
る
場
所
と
し
て
蘇
ら
せ
る
こ
と
で

あ
る
。そ

の
た
め
に
は
、
ま
ず
「
真
の
学

び
」
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
真
の
学
び
」
を

編
み
上
げ
る
三
色
の
糸

「
真
の
学
び
」
　
と
は
、
要
す
る
に

l
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
自
己
実
現
を
目
指
し
て
伸

び
て
い
く
、
自
己
形
成
(
自
分
づ
く

り
)
　
の
営
み
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
自
己
形
成
の
過
程
は
、

「
三
色
の
糸
で
個
性
と
い
う
編
み
物

を
編
え
上
げ
る
過
程
」
　
に
例
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
の
糸
は
、
「
情
　
(
な
さ
け
)
」

の
赤
い
糸
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
真
の
学
び
」
　
は
本
来
、

子
ど
も
た
ち
の
情
念
の
世
界
か
ら
湧

き
上
が
っ
て
く
る
、
「
こ
ん
な
こ
と

が
知
り
た
い
」
　
「
あ
ん
な
人
間
に
な

り
た
い
」
　
「
こ
ん
な
ふ
う
に
生
き
た

い
」
　
な
ど
と
い
っ
た
思
い
や
願
い
を

原
動
力
に
し
て
営
ま
れ
る
べ
き
も
の

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
思
い
や
煩
い
が
い
く
ら

強
く
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
　
「
真
の
学

び
」
　
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

現
代
社
会
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち

は
、
将
来
、
市
民
と
し
て
社
会
生
活

を
営
み
、
社
会
の
文
化
的
実
践
に
参

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
将
来
に
備
え
、
学
校
で

の
教
科
の
学
習
を
通
し
て
、
多
様
な

学
問
的
知
識
の
　
「
基
礎
・
基
本
」
を

習
得
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
の
学

習
の
奥
に
は
、
人
文
科
学
、
社
会
科

学
、
自
然
科
学
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

学
問
の
体
系
、
す
な
わ
ち
「
理
　
(
こ

と
わ
リ
)
」
　
の
体
系
が
あ
る
。

こ
れ
が
第
二
の
青
い
糸
　
(
「
理
」

の
糸
)
　
で
あ
り
、
こ
の
青
い
糸
と
前

述
の
　
「
情
」
　
の
赤
い
糸
と
を
繋
ぎ
合

わ
せ
る
こ
と
が
、
「
真
の
学
び
」
　
の

本
質
な
の
で
あ
る
。

学
び
を
編
み
上
げ
る
第
三
の
糸

は
、
「
対
話
」
　
の
黄
色
い
糸
で
あ
る
。

自
己
形
成
の
過
程
は
、
自
分
自
身

の
個
性
を
自
覚
し
、
社
会
の
中
で
の

自
分
の
居
場
所
を
定
位
し
、
他
者
と

の
関
わ
り
合
い
の
中
で
自
己
実
現
を

図
っ
て
い
く
過
程
を
指
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
間
は
他
者
と
い
う
鏡
に

自
分
の
姿
を
映
す
こ
と
に
よ
っ
て
自

分
の
個
性
を
自
覚
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
己
形
成
　
(
自
分

づ
く
り
)
　
の
た
め
に
は
、
赤
い
糸
と

黄
色
の
糸
を
緩
り
合
わ
せ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
他
者
に
出
会
い
自
己
に

向
き
合
う
作
業
が
不
可
欠
な
の
で
あ

る
。ま

た
、
黄
色
の
糸
は
、
赤
い
糸
と

青
い
糸
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
た
め
の
不

可
欠
な
要
素
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

社
会
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
他
者

と
出
会
い
、
人
の
輪
　
(
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
)
　
を
作
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な

事
柄
を
学
ん
で
い
く
べ
き
存
在
だ
か

ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
間
に
と
っ
て
の
学
び

の
意
味
は
「
心
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
」

で
あ
り
、
そ
の
‥
心
の
成
長
の
た
め
に

は
、
他
者
と
の
‥
心
の
交
流
を
通
し
て

共
に
学
び
合
う
た
め
の
、
学
び
の
ネ
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ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
不
可
欠
な
の

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
学
び
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
切
り
粧
さ
れ
た

閉
鎖
的
な
云
は
、
た
ち
ま
ち
頑
な
に

な
り
、
や
が
て
‥
心
の
成
長
も
止
ま
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

「
生
き
る
力
」
　
の

構
成
要
素

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

「
真
の
学
び
」
　
は
、
赤
・
青
・
貴
の

三
色
の
糸
で
個
性
と
い
う
編
み
物
を

編
み
上
げ
る
作
業
に
例
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
業
は
決

し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
カ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な

わ
ち
「
生
き
る
カ
」
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
、
「
生
き
る
カ
」
　
と
は
ど
の

よ
う
な
カ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者

は
、
「
生
き
る
カ
」
　
の
構
成
要
素
は

次
の
四
つ
の
カ
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。

第
一
は
　
「
I
・
A
M
」
　
の
カ
で
あ

る
。こ

れ
は
自
分
自
身
を
知
る
カ
、
す

な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
良
い
と
こ
ろ

も
悪
い
と
こ
ろ
も
ひ
っ
く
る
め
て
、

自
分
自
身
を
受
け
入
れ
て
い
く
カ
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
当
の
自

分
自
身
か
ら
目
を
そ
ら
さ
ず
に
そ
れ

を
見
つ
め
る
カ
、
先
ほ
ど
の
例
え
を

用
い
れ
ば
、
赤
い
糸
を
た
ぐ
り
寄
せ

る
カ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
は
　
「
I
・
H
A
V
E
」
　
の
カ

で
あ
る
。

本
当
の
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と

は
、
私
た
ち
大
人
に
と
っ
て
も
、
な

か
な
か
に
難
し
い
作
業
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
赤
い
糸
を
た
ぐ
リ
寄
せ

る
た
め
に
は
、
対
話
の
黄
色
い
糸
と

う
ま
く
瑳
リ
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が

必
要
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め

に
は
、
‥
心
の
鎧
を
脱
ぎ
捨
て
、
他
者

に
心
を
開
い
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
自
分
は
独
り
ぼ
っ
ち

で
は
な
い
ん
だ
」
　
「
共
に
学
び
合
う

仲
間
が
い
る
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、

他
者
と
の
信
頼
関
係
を
築
き
、
学
び

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
く
カ

が
生
き
て
い
る
た
め
に
は
必
要
で
あ

り
、
そ
の
カ
が
す
な
わ
ち
「
I
∴
H

A
V
E
」
　
の
カ
な
の
で
あ
る
。

第
三
は
　
「
I
・
C
A
N
」
　
の
カ
で

あ
る
。こ

れ
は
要
す
る
に
問
題
解
決
カ
と

言
え
る
。
人
間
は
日
々
さ
ま
ざ
ま
な

試
練
や
問
題
に
瑾
遇
す
る
。
そ
う
し

た
試
練
を
乗
り
越
え
、
問
題
を
解
決

し
て
い
く
ご
と
に
、
人
間
の
売
は
カ

強
く
、
還
し
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の

試
練
を
乗
り
越
え
問
題
を
解
決
し
て

い
く
カ
が
　
「
I
・
C
A
N
」
　
の
カ
に

他
な
ら
な
い
。

最
後
は
、
「
I
・
W
I
L
L
」
　
の

カ
で
あ
る
。

こ
れ
は
自
分
自
身
で
目
標
を
定

め
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
く

カ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
I
・
W
I

L
L
」
　
の
カ
と
は
、
前
述
の
赤
い
糸

(
個
性
化
)
・
青
い
糸
　
(
知
性

化
)
・
黄
色
い
糸
　
(
社
会
化
)
　
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
自
己
形
成

(
自
分
づ
く
り
)
　
の
抗
菜
の
蛇
取
り

を
す
る
カ
な
の
で
あ
る
。

「
生
き
る
力
」
を
育
む
た
め
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
は

学
校
で
の
学
習
を
　
「
生
き
る
カ
」

を
育
む
「
真
の
学
び
」
　
と
し
て
蘇
ら

せ
る
た
め
に
は
、
従
采
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
編
成
の
原
理
を
根
本
か
ら
問
い

直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。従

采
の
教
科
学
習
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
は
、
い
わ
ば
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
原

理
に
基
づ
い
て
縞
成
さ
れ
て
き
た
。
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す
な
わ
ち
、
各
教
科
の
現
学
問
の
知

護
持
系
の
中
か
ら
基
本
的
な
模
念
・

和
議
を
精
還
し
、
そ
れ
を
チ
ビ
も
た

ち
に
も
理
鰐
可
能
な
形
式
に
編
成
し

直
す
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
き

た
。つ

ま
り
、
従
来
の
教
科
学
習
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
あ
く
ま
で
現
学
問

の
和
議
体
系
の
基
莫
・
基
本
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
チ
ビ
も
た
ち
の
将
来

と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
十

分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
=
、
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
学
校
教
育
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
編
成
の
場
合
、
こ
う
し
た
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
の
原
理
を
採
用
す
る
こ
と

も
、
あ
る
程
度
は
止
む
を
待
な
い
て

あ
ろ
、
!
。

な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
将
来

必
要
と
す
る
知
識
・
技
能
は
個
々
さ

ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
の
個
々
さ
ま
ざ

ま
な
将
来
に
備
え
て
、
一
人
ひ
と
り

に
別
々
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
準
備
す

る
こ
と
は
、
実
現
不
可
能
な
理
想
だ

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
日
進
月
歩
の
勢
い
で
技
術

革
新
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
、

子
ど
も
た
ち
が
将
来
ど
の
よ
う
な
知

識
・
技
能
を
必
要
と
す
る
の
か
を
見

通
す
の
は
極
め
て
雉
し
い
と
い
う
事

情
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
学
校
教
育
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
お
い
て
は
、
す
ぐ

に
役
立
つ
知
識
・
技
能
の
学
習
よ
り

も
、
む
し
ろ
生
涯
学
習
に
つ
な
が
る

基
礎
・
基
本
の
学
習
が
重
視
さ
れ
る

の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
成
り
行

き
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
の
原
理
に
基
づ
い
て
編
成

さ
れ
た
系
統
学
習
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

で
は
、
そ
れ
が
子
ど
も
た
ち
の
将
来

に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
が
見
え

に
く
い
。

こ
の
た
め
、
子
ど
も
た
ち
は
「
試

験
で
よ
い
点
を
と
る
た
め
だ
か
ら
仕

方
が
な
い
」
　
と
、
自
分
自
身
を
無
理

矢
理
に
納
得
さ
せ
る
他
は
な
い
。
そ

し
て
、
教
師
の
指
導
に
従
っ
て
、
ひ

た
す
ら
無
味
乾
燥
な
知
識
の
詰
め
込

み
に
励
む
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
分
の
将
来
と
ど
の
よ

う
な
関
わ
り
が
あ
る
の
か
が
見
え
な

い
学
習
ほ
ど
苦
痛
な
も
の
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
学
習
は
「
学
び
の
意
味
」

が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
学
校

に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
学
校

を
　
「
意
味
あ
る
学
び
」
が
な
さ
れ
る

場
所
と
し
て
蘇
ら
せ
る
こ
と
で
あ

る
。そ

の
た
め
に
最
も
重
要
な
こ
と

は
、
「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
　
と

い
う
個
性
化
　
(
赤
い
糸
)
　
の
テ
ー
マ

と
、
「
そ
の
た
め
に
い
ま
何
を
身
に

つ
け
る
べ
き
か
」
　
と
い
う
知
性
化

(
青
い
糸
)
　
の
テ
ー
マ
が
つ
な
が
る

よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
を
工
夫

す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
学
び
は
、
こ
れ
ら
二
つ

の
テ
ー
マ
が
つ
な
が
っ
た
と
き
彗

は
じ
め
て
「
意
味
が
見
え
る
」
　
の
で

あ
り
、
そ
の
と
き
学
び
は
、
「
生
き

る
カ
」
を
育
む
た
め
の
「
真
の
学
び
」

に
な
る
の
で
あ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
で
新
た
に
導
入

さ
れ
た
　
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間

(
総
合
学
習
)
」
が
目
指
し
て
い
る
も

の
が
、
正
に
こ
の
　
「
其
の
学
び
」
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
施
を
一
年
後
に
控
え

て
、
総
合
学
習
は
　
「
お
祭
り
騒
ぎ
の

イ
ベ
ン
ト
」
　
と
化
し
て
し
ま
い
、

「
子
ど
も
た
ち
が
何
を
学
ん
で
い
る

の
か
が
わ
か
ら
な
い
」
な
ど
と
い
っ

た
不
安
や
危
供
の
念
が
あ
ち
こ
ち
で

生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
不
安
や
危
快
の
念
が
杷
畳
に

終
わ
り
、
総
合
学
習
が
「
生
き
る
カ
」

を
育
む
た
め
の
　
「
真
の
学
び
」
　
と
な

る
こ
と
を
心
か
ら
念
願
す
る
次
第
で

あ
る
。こ

れ
か
ら
の

教
育
評
価
の
あ
る
べ
き
姿

最
後
に
、
そ
う
し
た
「
真
の
学
び
」

を
支
援
す
る
た
め
の
評
価
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て

お
こ
う
。

従
来
の
教
育
評
価
の
第
一
の
問
題

点
は
、
「
教
師
に
よ
る
他
者
評
価
」

が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
従
来
の
教
育
評
価
で
は
、

相
対
評
価
で
あ
れ
絶
対
評
価
で
あ

れ
、
評
価
基
準
を
決
め
る
者
も
評
価

を
す
る
者
も
、
常
に
教
師
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
教
師
が
指
導
の
結
果
を

振
り
返
っ
て
評
価
す
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
「
過
去
志
向
」
　
の
評
価

で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
育
の
本
来
の

目
的
は
、
未
来
の
目
標
に
向
か
っ
て

伸
び
て
い
こ
う
と
す
る
子
ど
も
た
ち

の
自
己
形
成
の
営
み
を
支
援
す
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
教
育

評
価
に
お
い
て
は
.
、
自
己
形
成
と
い

う
視
点
に
立
っ
て
l
人
ひ
と
り
の
子

ど
も
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
深
い
理
解
に

基
づ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
に
未
来
へ

の
展
望
を
与
え
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
育
評

価
の
本
来
の
役
割
は
、
決
し
て
教
師

の
価
値
観
を
子
ど
も
た
ち
に
押
し
っ

け
る
こ
と
で
も
、
子
ど
も
た
ち
の
人

生
に
点
数
を
付
け
る
こ
と
で
も
な
い

は
ず
で
あ
る
。

自
己
形
成
の
評
価
は
本
来
、
子
ど

も
た
ち
の
　
「
過
去
」
　
に
対
す
る
最
終

判
定
を
下
す
こ
と
で
は
な
く
、
子
ど

も
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
　
「
未
来
」
　
に

展
望
を
与
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
形

成
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
　
「
学
び
」

を
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
役
立

て
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
教
育

評
価
に
お
い
て
教
師
が
果
た
す
べ
き

役
割
は
、
人
生
の
先
輩
の
l
人
と
し

て
、
「
私
は
こ
う
思
う
け
れ
ど
」
　
と
、

教
師
自
身
の
価
値
観
を
参
考
資
料
と

し
て
呈
示
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
参
考
に
す

る
か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
子
ど
も

た
ち
自
身
の
自
己
評
価
に
委
ね
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

従
来
の
教
育
評
価
の
第
二
の
問
題

点
は
、
「
知
識
・
理
解
」
中
心
の
画

l
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
従
来
の
教
育
評
価
で

は
、
評
価
の
科
学
性
・
客
観
性
を
重

視
す
る
あ
ま
り
に
、
子
ど
も
た
ち
は

そ
れ
ぞ
れ
の
未
来
に
向
か
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
自
己
形
成
の
プ

ロ
セ
ス
を
歩
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う

明
白
な
事
実
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
た
め
、
直
l
的
な
評
価
基
準

に
基
づ
く
評
価
が
な
さ
れ
、
そ
の
こ

と
が
子
ど
も
た
ち
の
個
性
を
削
ぎ
落

と
す
働
き
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
育
評
価
は
決
し
て
鋳

型
に
よ
っ
て
同
型
の
鋳
造
を
作
る
鋳

物
師
の
技
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

教
育
評
価
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
子

ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
的

確
に
評
価
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が

そ
れ
ぞ
れ
の
未
来
に
向
か
っ
て
伸
び

て
い
く
の
を
支
援
す
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。し

た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
何

よ
り
も
ま
ず
教
師
自
身
が
子
ど
も
た

ち
の
個
性
を
的
確
に
評
価
す
る
た
め

の
　
「
評
価
眼
」
を
磨
く
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

し
か
し
、
優
れ
た
評
価
眼
は
決
し

て
一
夜
に
し
て
身
に
つ
く
も
の
で
は

な
い
。
的
確
な
評
価
眼
を
身
に
つ
け

る
た
め
に
は
、
教
育
経
験
の
豊
富
な

教
師
や
専
門
家
の
意
見
を
参
考
に
し

て
自
分
の
評
価
を
見
直
し
た
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
子
ど
も
た
ち
に
よ
る

自
己
評
価
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
評
価
の
妥
当
性
と
信
頼
性
を
高

め
る
な
ど
の
工
夫
も
必
要
に
な
る
て

あ
ろ
う
。

ま
た
、
個
々
の
教
師
が
日
頃
か
ら

評
価
の
原
理
や
方
法
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
、
評
伍
吸
を
磨
く
た
め
の

自
己
研
費
に
努
め
る
と
と
も
に
、
校

内
研
究
・
研
修
の
在
り
方
の
見
直

し
・
改
昔
を
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

学
校
全
体
と
し
て
の
評
伝
の
力
量
を

高
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
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