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「
国
語
の
授
業
初
め
は
楽
し
い
活
動
に
し
た
い
。」

と
は
、
誰
し
も
思
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
ど

も
た
ち
の
学
習
へ
の
期
待
が
最
も
ふ
く
ら
ん
で
い
る

四
月
、「
楽
し
か
っ
た
」
で
終
わ
ら
せ
て
は
も
っ
た

い
な
い
。
今
後
一
年
間
の
学
習
に
つ
な
が
っ
て
い
く

よ
う
な
活
動
を
工
夫
し
た
い
。

話
し
合
い
方
を
学
ば
せ
る

　

工
藤
直
子
さ
ん
の
詩
集『
の
は
ら
う
た
』（
童
話
屋
）

は
、
野
原
の
住
人
た
ち
が
し
ゃ
べ
っ
た
り
歌
っ
た
り

し
た
言
葉
を
書
き
留
め
た
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
お

り
、
子
ど
も
た
ち
は
ど
の
詩
も
大
好
き
で
あ
る
。

　

四
月
初
め
の
国
語
の
学
習
に
お
い
て
、私
は
よ
く
、

そ
の
「
創
作
上
の
作
者
」
を
考
え
る
と
い
う
学
習
を

行
っ
た
。

　

ま
ず
、
創
作
上
の
作
者
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま

に
、「
の
は
ら
う
た
」
の
中
の
一
編
を
私
が
読
む
。

　
　

は
る
が
き
た

も
も
い
ろ
の　

す
き
と
お
る　

み
み
に

き
こ
え
て
く
る　

は
る
の　

ひ
び
き

お
か
の
う
え
か
ら　

ら
ん
・
ら
ん

た
ん
ぽ
ぽ
の　

ふ
か
ふ
か
の
う
た

　

そ
し
て
、
野
原
の
住
人
の
誰
の
言
葉
か
を
当
て
さ

せ
る
の
で
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
た
い
て
い
、
詩
の
中
に
で
て
く
る

言
葉
に
目
を
つ
け
て
「
タ
ン
ポ
ポ
だ
」
と
言
う
。

　

そ
こ
で
、
ど
こ
の
表
現
か
ら
わ
か
っ
た
か
も
発
表

す
る
よ
う
伝
え
た
の
ち
、
も
う
一
度
読
ん
で
み
る
。

そ
の
う
ち
に
、「
も
も
い
ろ
の　

す
き
と
お
る　

み

み
」
と
い
っ
た
表
現
に
気
づ
き
、「
う
さ
ぎ
」
と
い

う
答
え
も
出
て
く
る
。（『
の
は
ら
う
た
』
で
は
、
こ

の
詩
の
作
者
は
「
う
さ
ぎ
ふ
た
ご
」
と
な
っ
て
い
る
）

　

こ
こ
で
、「
は
い
、
正
解
で
す
。
こ
の
詩
の
作
者
は

う
さ
ぎ
で
す
。」
と
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、

話
し
合
い
の
力
は
育
た
な
い
。
前
の
児
童
の
発
言
に

つ
な
げ
て
話
す
よ
う
指
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
私
も
○
○
さ
ん
と
同
じ
で
、
う
さ
ぎ
だ
と
思
い

ま
す
。
う
さ
ぎ
の
耳
の
内
側
は
ピ
ン
ク
を
し
て
い
る

か
ら
で
す
」

　
「
ぼ
く
も
う
さ
ぎ
が
歌
っ
て
い
る
か
な
と
思
い
ま

し
た
。
丘
の
上
か
ら
、
タ
ン
ポ
ポ
の
綿
毛
が
飛
ん
で

き
た
こ
と
を
『
ふ
か
ふ
か
の
う
た
』
と
言
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。」

　

こ
ん
な
発
言
が
出
る
と
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、

「
オ
ー
」
と
い
う
歓
声
が
あ
が
っ
た
り
す
る
。

　

こ
の
学
習
で
は
、「
創
作
上
の
作
者
」
を
当
て
る

こ
と
が
ね
ら
い
な
の
で
は
な
い
。
友
達
の
言
葉
を
聞

く
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
自
分

の
考
え
を
深
め
て
い
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
友
達
の
意

見
と
関
連
付
け
て
自
分
の
意
見
を
発
信
し
て
い
く
こ

と
、
そ
う
い
う
学
習
の
仕
方
を
身
に
付
け
さ
せ
て
い

く
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
の
発
言
を
つ
な
い
で
い
く
の
は
、
低

学
年
は
教
師
で
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
年
が
進

む
に
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
同
士
で
つ
な
い
で
い
け

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、「
の
は
ら
う
た
」
の
中
に
は
「
創
作
上
の

作
者
」が
詩
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、

そ
れ
ら
が
教
材
と
し
て
適
さ
な
い
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

書
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
る

　

作
文
が
嫌
い
な
理
由
を
聞
く
と
、「
書
く
こ
と
が

な
い
」「
書
き
方
が
わ
か
ら
な
い
」「
め
ん
ど
う
く
さ

い
」
と
い
っ
た
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。

楽
し
く
学
び
な
が
ら
、一
年
間
の
基
礎
を
作
る

横
浜
国
立
大
学
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学
年
初
め
か
ら
本
格
的
に
書
く
指
導
を
行
う
と
、
そ

ん
な
気
持
ち
を
助
長
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
私
は
「
春
、
見
つ
け
た
よ
」
と
い
う
ミ

ニ
単
元
を
作
り
、
自
分
の
見
つ
け
た
春
ら
し
さ
を
短

文
に
ま
と
め
さ
せ
る
と
い
う
活
動
を
行
っ
て
き
た
。

方
法
は
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
教
室
に
花
の
な
い
桜
の
木
を
書
い
た
も

の
（
模
造
紙
大
）
を
掲
示
し
て
お
き
、
そ
ば
に
、
葉

書
の
二
分
の
一
く
ら
い
の
大
き
さ
に
切
っ
た
ピ
ン
ク

の
色
画
用
紙
を
た
く
さ
ん
置
い
て
お
く
。
子
ど
も
た

ち
は
春
を
見
つ
け
た
ら
、
ピ
ン
ク
の
色
画
用
紙
を
桜

の
花
び
ら
の
形
に
切
り
抜
き
、
そ
こ
に
自
分
の
見
つ

け
た
春
を
書
き
込
み
、
模
造
紙
の
木
に
貼
り
付
け
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

貼
ら
れ
た
花
び
ら
カ
ー
ド
が
増
え
る
に
つ
け
、
幹

と
枝
だ
け
だ
っ
た
桜
の
木
が
満
開
に
な
っ
て
い
く
。

子
ど
も
た
ち
の
意
欲
は
、
自
然
と
高
ま
り
、
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
春
を
探
し
て
、
カ
ー
ド
に
書
く
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。

　
「
校
庭
の
す
み
に
、
黄
色
い
タ
ン
ポ
ポ
が
咲
い
て

い
ま
し
た
。」

　
「
学
校
へ
来
る
と
き
、
風
が
、
や
さ
し
く
な
っ
た

よ
。」

　

目
の
付
け
所
の
良
い
カ
ー
ド
や
、
表
現
が
工
夫
さ

れ
て
い
る
カ
ー
ド
な
ど
を
教
師
が
紹
介
す
る
こ
と

で
、
題
材
探
し
の
目
や
表
現
方
法
の
多
様
さ
な
ど
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

秋
に
、
い
ち
ょ
う
の
木
を
つ
か
っ
て
「
秋
、
見
つ

け
た
よ
」
と
い
う
活
動
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
子

ど
も
た
ち
は
案
外
敏
感
に
、
季
節
の
変
化
を
感
じ

取
っ
て
い
る
も
の
だ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

　

も
う
一
つ
の
方
法
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
い
、

個
人
ご
と
に
見
つ
け
た
春
を
、
こ
ち
ら
も
花
び
ら
型

の
カ
ー
ド
に
書
い
て
収
集
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　

用
意
す
る
の
は
、
片
面
が
青
く
、
片
面
が
白
い
色

画
用
紙
で
あ
る
。（
な
け
れ
ば
青
い
色
画
用
紙
で
も

よ
い
）

　

色
画
用
紙
を
二
つ
折
り
し
て
、
そ
の
白
い
方
の
左

側
に
は
春
に
ま
つ
わ
る
詩
を
印
刷
し
て
お
く
。

　

私
は
自
作
の
詩
（
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な

い
が
…
）
を
用
い
た
。

　
　

春
の
詩　

真
新
し
い
ノ
ー
ト
を
開
け
て

春
の
詩
を
書
こ
う
と
し
た
ら

真
新
し
い
ノ
ー
ト
の
上
に

ひ
ら
ひ
ら
と
さ
く
ら
の
花
び
ら

ぼ
く
は

そ
う
っ
と　

そ
っ
と

ノ
ー
ト
を
閉
じ
た

　

右
側
の
ペ
ー
ジ
は
空
白
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
子
ど

も
た
ち
は
自
分
の
見
つ
け
た
春
を
、
ピ
ン
ク
の
花
び

ら
型
の
カ
ー
ド
に
書
い
て
貼
っ
て
い
く
。
前
日
に
春

を
探
し
て
く
る
よ
う
課
題
を
出
し
て
お
い
て
も
よ
い

し
、
ク
ラ
ス
全
員
で
校
庭
な
ど
を
散
歩
し
、
春
を
さ

が
し
て
み
る
の
も
楽
し
い
だ
ろ
う
。

本
好
き
な
子
を
育
て
る

　

四
月
だ
け
で
な
く
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
と
い
う

意
味
で
は
「
授
業
び
ら
き
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
そ

ぐ
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
低
学
年
を
担
任
し
た

時
に
は
特
に
、
毎
朝
読
み
聞
か
せ
を
続
け
て
き
た
。

あ
ま
り
難
し
く
考
え
る
と
長
続
き
し
な
い
の
で
、
私

は
子
ど
も
た
ち
に
一
つ
だ
け
約
束
し
、
そ
れ
だ
け
は

守
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
年
間
、
毎
日

続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
校
に
来
れ
ば
先
生

の
読
み
聞
か
せ
が
聞
け
る
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
こ

と
だ
け
は
守
り
続
け
た
い
と
考
え
た
。

　

読
み
聞
か
せ
に
使
う
本
は
図
書
室
に
行
っ
て
選
ん

で
い
た
が
、
し
ば
ら
く
続
け
て
い
る
と
、「
先
生
、

こ
の
本
読
ん
で
」
と
持
っ
て
く
る
子
も
出
始
め
た
の

で
、
な
る
べ
く
期
待
に
添
う
よ
う
に
し
た
。

　

教
師
の
読
み
聞
か
せ
は
低
学
年
で
行
う
こ
と
が
多

い
よ
う
で
あ
る
が
、
中
学
年
以
上
で
実
施
し
て
も
、

子
ど
も
た
ち
は
案
外
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　

今
、
教
え
子
た
ち
に
出
会
う
と
授
業
の
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
読
み
聞
か
せ
の

こ
と
は
覚
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
驚
く
。

し
ら
い　

た
つ
お 

川
崎
市
の
公
立
小
学
校
を
退
職
後
、
現
在

は
横
浜
国
立
大
学
の
非
常
勤
講
師
。
主
な
著
書
に
、『
授
業
を

豊
か
に
す
る
28
の
知
恵
』（
三
省
堂
）
が
あ
る
。
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