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学
習
の
ス
タ
ー
ト
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学

ぶ
意
欲
に
火
を
つ
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま

す
。「
分
か
り
た
い
」「
で
き
る
よ
う
に
な
り
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
は
、「
文
字
の
原
理
・
原

則
」
に
迫
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
工
夫
が
必
要
な
の

で
す
。

■
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
の
明
確
化

　

子
ど
も
た
ち
は
、
全
体
的
な
完
成
度
の
高
ま

り
を
書
き
文
字
に
求
め
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

教
師
も
ま
た
、
欲
張
っ
て
し
ま
い
、
つ
い
多
く

の
学
習
要
素
を
詰
め
込
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
識
で
授
業
を
行
っ
て

い
く
と
、
結
局
そ
の
一
時
間
で
ど
ん
な
力
が
身

に
つ
い
た
の
か
が
ぼ
や
け
て
し
ま
い
、
分
か
ら

な
く
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
子
ど
も
た
ち
に
身

に
つ
け
さ
せ
た
い
力
は
な
ん
な
の
か
を
明
確
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
直
接
、
評
価

に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

■
課
題
文
字
の
吟
味

　
「
か
ま
え
」
の
あ
る
文
字
の
組
み
立
て
方
で

は
、「
か
ま
え（
外
側
）」の
中
に「
内
側
の
部
分
」

が
「
収
ま
る
よ
う
に
書
く
」
こ
と
を
学
び
ま
す
。

「
か
ま
え
」
は
、「
内
側
の
部
分
」
が
収
ま
り
や

す
い
よ
う
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス
を
意
識
し
な
が
ら

書
き
、「
内
側
の
部
分
」
は
、「
か
ま
え
」
の
中

に
収
ま
る
よ
う
小
さ
め
に
書
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。「
か
ま
え
」
に
は
、「
も
ん
が
ま
え
」
や
「
く

に
が
ま
え
」
な
ど
、
い
く
つ
か
種
類
が
あ
り
ま

す
が
、
ど
の
文
字
を
課
題
に
す
る
か
に
よ
っ
て
、

学
習
効
果
が
変
わ
り
ま
す
。「
あ
れ
？　

う
ま

く
収
ま
ら
な
い
！
」
と
い
う
、
子
ど
も
の
「
困

り
感
」
が
大
き
い
ほ
ど
学
ぶ
必
要
性
が
高
ま
る

の
で
す
。
で
は
、
次
の
う
ち
、
よ
り
学
習
効
果

が
高
い
の
は
、
ど
ち
ら
の
文
字
で
し
ょ
う
か
。

　

実
際
に
試
し
た
と
こ
ろ
、子
ど
も
た
ち
の「
困

り
感
」
が
大
き
く
、
学
習
効
果
が
表
れ
た
の
は
、

「
国
」
の
ほ
う
で
し
た
。「
国
」
は
、
最
後
の
一

画
で
「
か
ま
え
」
を
閉
じ
て
「
玉
」
の
部
分
を

完
全
に
中
に
収
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で

す
。
毛
筆
文
字
の
場
合
、
多
く
の
子
は
、
最
後

の
一
画
が
「
玉
」
の
部
分
と
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま

い
、
う
ま
く
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、「
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
！
」
と
、「
収

ま
る
よ
う
に
書
く
」
こ
と
に
目
を
向
け
始
め
る

の
で
す
。

　

一
方
、「
間
」
は
、
下
方
が
空
い
て
い
る
た

め
、
た
と
え
「
日
」
の
部
分
が
多
少
「
も
ん
が

ま
え
」
か
ら
は
み
出
し
て
い
て
も
、
子
ど
も
た

ち
の
問
題
意
識
に
は
つ
な
が
り
に
く
い
と
い
え

ま
す
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
た
ち
は
「
収
ま
る

よ
う
に
書
く
」
と
い
う
い
ち
ば
ん
大
切
な
ポ
イ

ン
ト
と
は
違
っ
た
部
分
に
目
を
向
け
て
し
ま
う

の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
に
目
標
に
迫

る
た
め
に
は
、
子
ど
も
の
思
考
に
沿
っ
た
課
題

文
字
を
選
択
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

■
試
書

　

試
書
の
し
か
た
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
子
ど

も
た
ち
の
「
困
り
感
」
は
変
わ
り
ま
す
。「
国
」

の
よ
う
な
、
簡
単
で
誰
も
が
迷
わ
ず
書
け
る
よ

う
な
文
字
の
場
合
、
教
科
書
の
教
材
文
字
を
見

ず
に
自
力
で
書
い
て
み
る
と
い
う
方
法
も
あ
り

ま
す
。「
簡
単
な
文
字
の
は
ず
な
の
に
う
ま
く

書
け
な
い
」
と
い
う
現
実
が
、「
な
ん
と
か
し

た
い
」
と
い
う
思
い
を
生
む
の
で
す
。

　

逆
に
、
教
材
文
字
を
見
て
も
な
お
、「
う
ま

く
書
け
な
い
」「
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
部
分
に
気

づ
き
に
く
い
」
と
い
う
文
字
も
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
場
合
は
、
あ
え
て
教
材
文
字
を
見
な
が

ら
の
試
書
を
取
り
入
れ
る
の
も
効
果
的
で
す
。

漢
字
学
習
に
生
き
る
書
写
指
導

　「
漢
字
学
習
」
と
「
書
写
の
学
習
」
は
、
ど
ち
ら
も
文
字
に
関
す
る
学
習
で
す
。
し
か
し
、
子

ど
も
た
ち
の
意
識
の
中
で
、
こ
れ
ら
は
ど
の
程
度
結
び
付
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
が
全
く
別
の
学
習
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
も
し
、
こ
れ
ら
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
効
果
的
に
子
ど
も
た
ち

の
文
字
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
意
識
で
書
写

指
導
を
行
う
と
よ
い
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
う
た
め
、
漢
字
学
習
、
つ
ま
り
日
常
に
生
き

て
働
く
力
を
育
て
る
の
は
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

書
写
で
学
ん
だ
こ
と
を
漢
字
学
習
に
生
か
す

に
は
、
ま
ず
、
毎
時
間
の
書
写
の
授
業
の
終
わ

り
に
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
「
今
日
は
こ
れ
を

学
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
理
解
で
き

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
教
材
文

字
そ
っ
く
り
に
書
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
学
習

展
開
で
は
な
く
、「
文
字
の
原
理
・
原
則
」
を

学
ん
だ
う
え
で
書
い
て
確
か
め
る
学
習
を
展
開

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
応
用
で
き
、
日
常
に
生
き
て
働
く

力
を
育
む
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、「
文
字
の
原
理
・
原
則
」
を
学
ぶ
書

写
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

五
年
「
文
字
の
組
み
立
て
方
（
か
ま
え
）」
の

実
践
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
教
材
文
字
そ
っ
く
り
の
作
品
を
完
成
さ
せ

る
」
─
─
そ
れ
が
ゴ
ー
ル
の
書
写
学
習
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
も
、

子
ど
も
た
ち
は
そ
の
時
間
、
文
字
を
じ
っ
く
り

と
見
つ
め
、
丁
寧
に
美
し
く
文
字
を
書
こ
う
と

い
う
意
識
を
も
つ
わ
け
で
す
か
ら
価
値
は
あ
り

ま
す
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
ね
ら
い
は
あ
く
ま

で
も
「
作
品
作
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

連    
載

考
え
よ
う

書
写
の
時
間
を

は
じ
め
に

2223

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

導
入

─
子
ど
も
の
つ
ま
ず
き
や「
？
」を
大
切
に

間
国
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学
ん
だ
「
原
理
・
原
則
」
が
生
か
せ
る
こ
と
を

実
感
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
画
用
紙
な
ど
に
ま
と
め

て
掲
示
し
て
お
け
ば
、
新
出
漢
字
の
学
習
を
行

う
際
、
関
連
す
る
「
原
理
・
原
則
」
を
振
り
返

り
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
よ
く
美
し
い
文
字
を
書
く

意
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
書
写
の
学

習
が
日
常
に
生
き
る
大
切
な
学
習
で
あ
る
こ
と

を
実
感
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
「
つ
ま
ず
く
→
分
か
る
→
で
き
る
→
実
感
・

自
信
」、
こ
れ
が
、
学
び
の
実
感
を
生
む
授
業

の
仕
組
み
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
、
必
要
感
を
も
っ
て
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
思
考
の
流
れ
に
沿
っ
て
学

習
を
組
み
立
て
る
こ
と
で
、「
文
字
を
見
る
目
」、

つ
ま
り
、
文
字
意
識
を
育
て
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
書
写
の
時
間
が
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
、「
文
字
の
原
理
・
原
則
」
を
一
つ

一
つ
獲
得
す
る
時
間
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、

日
々
の
漢
字
学
習
や
日
常
生
活
に
生
き
て
働
く

力
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

け
る
と
、
よ
り
効
果
的
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
評
価
や
掲
示
に
至
る
ま
で
、

た
だ
上
手
に
書
け
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

「『
か
ま
え
』の
あ
る
文
字
の
組
み
立
て
で
は『
収

ま
る
よ
う
に
書
く
』
こ
と
が
大
切
」
と
い
う
意

識
が
と
ぎ
れ
な
い
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
自
身
、「
身

に
つ
け
た
力
」
が
な
ん
な
の
か
を
し
っ
か
り
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　
「
国
」
と
い
う
文
字
を
通
し
て
、「
か
ま
え
」

の
あ
る
文
字
の
組
み
立
て
方
を
学
ん
だ
後
は
、

こ
の
「
原
理
・
原
則
」
を
他
の
文
字
に
応
用
さ

せ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
習
っ
て
き
た
漢
字
を
中
心
に
、
ま

ず
は
「
く
に
が
ま
え
」
を
も
つ
漢
字
を
洗
い

出
し
ま
す
。
そ
し
て
、「
収
ま
る
よ
う
に
書
く
」

こ
と
や
「
最
後
の
一
画
を
書
く
前
の
空
間
」
な

ど
を
意
識
し
、
硬
筆
で
書
い
て
み
ま
す
。
ま
た
、

同
時
に
「
く
に
が
ま
え
」
以
外
に
「
も
ん
が
ま

え
」
な
ど
、
身
近
な
「
か
ま
え
」
の
あ
る
漢
字

に
も
発
展
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
日
頃
使
っ
て
い
る
多
く
の
文
字
に
、
今
回

　
「
ビ
フ
ォ
ー
・
ア
フ
タ
ー
」
と
称
し
て
、
学

習
の
最
初
に
書
い
た
試
書
と
学
習
の
最
後
に
書

い
た
ま
と
め
書
き
を
比
較
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、子
ど
も
た
ち
は
「
こ
ん
な
に
も
変
わ
れ
た
」

と
、
自
分
の
変
容
に
心
か
ら
満
足
し
ま
す
。
そ

れ
が
、
大
き
な
自
信
と
な
り
、
次
へ
の
意
欲
に

つ
な
が
る
の
で
す
。

　

掲
示
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た

ち
の
意
欲
を
高
め
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
大
抵

は
、
ま
と
め
書
き
一
枚
を
掲
示
す
る
も
の
で

し
ょ
う
が
、「
ビ
フ
ォ
ー
・
ア
フ
タ
ー
」（
試
書

と
ま
と
め
書
き
）
を
並
べ
て
掲
示
し
、
そ
の
変

化
を
価
値
づ
け
ま
す
。
そ
の
際
、「
縦
画
が
真
っ

す
ぐ
に
な
っ
て
、『
玉
』
の
入
る
場
所
が
で
き

た
ね
」「
縦
画
を
長
く
す
る
こ
と
で
、『
玉
』
の

下
に
空
間
が
で
き
た
ね
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ

の
学
習
の
目
標
に
合
っ
た
評
価
コ
メ
ン
ト
を
付

　

次
に
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
つ
ま
ず
い
た
の
か

を
全
体
で
交
流
し
、「
閉
じ
ら
れ
な
い
」「
ぶ
つ

か
っ
た
」
な
ど
の
問
題
に
焦
点
化
し
て
い
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、「『
か
ま
え
』
の
中
に
う
ま
く

収
め
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
と
い
う
共

通
の
課
題
を
設
定
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

課
題
に
沿
っ
て
、
試
書
で
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
原
因
を
分
析
し
ま
す
。
そ
の
際
、
基
準
と
な

る
の
が
教
材
文
字
で
す
。
教
材
文
字
と
自
分
の

試
書
を
比
較
し
、
気
が
つ
い
た
こ
と
を
教
材
文

字
に
書
き
込
ま
せ
ま
す
。

　

気
づ
い
た
こ
と
を
出
し
合
わ
せ
る
と
、
子
ど

も
た
ち
は
ま
ず
初
め
に
「
内
側
の
部
分
の
『
玉
』

の
た
め
に
『
か
ま
え
』
の
中
の
余
白
を
広
く
と

る
」
こ
と
に
目
を
向
け
ま
し
た
。
具
体
的
に

は
、「
縦
画
を
長
く
」「
縦
画
を
真
っ
す
ぐ
」「
縦

画
の
右
側
を
長
く
」
な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

内
側
の
部
分
を
う
ま
く
収
め
る
た
め
の
方
法
を

発
見
し
、「
で
き
そ
う
」
と
い
う
見
通
し
を
も
っ

て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
早
速
、
分
か
っ
た
こ
と
を
生
か
し

て
書
く
練
習
を
し
ま
す
。
そ
の
際
、「
自
分
は
、

縦
画
が
内
側
に
傾
い
て
下
の
方
が
狭
く
な
っ
て

い
た
か
ら
、
縦
画
を
真
っ
す
ぐ
書
く
こ
と
を
目

標
に
し
よ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
の
課
題

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ネ
ー
ム
プ

レ
ー
ト
な
ど
を
用
い
て
、
板
書
に
位
置
づ
け
る

の
も
効
果
的
で
す
。

　

練
習
を
進
め
て
い
く
と
、「
か
ま
え
」
の
中

の
空
間
を
広
く
と
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

最
後
の
一
画
が
閉
じ
ら
れ
な
い
、「
玉
」
の
下

の
空
間
が
狭
く
な
る
な
ど
、
新
た
な
課
題
を
見

つ
け
る
子
が
出
て
き
ま
し
た
。
中
側
の
部
分
を

大
き
く
書
き
す
ぎ
る
の
が
原
因
で
す
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
子
の
課
題
を
全
体
で
共
有
し

ま
し
た
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
目
は
、「
か

ま
え
（
外
側
）」
か
ら
「
玉
（
内
側
）」
に
向
か

い
始
め
ま
し
た
。「
か
ま
え
」
だ
け
で
は
な
く
、

内
側
の
部
分
も
意
識
し
て
書
く
こ
と
が
大
切
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

よ
う
や
く
子
ど
も
た
ち
は
「
収
ま
る
よ
う
に
書

く
」
こ
と
に
た
ど
り
着
く
の
で
す
。

　
「
収
ま
る
よ
う
に
書
く
」
こ
と
に
気
が
つ
く

こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
書
く
文
字
は
、
徐
々

に
「
玉
」
が
し
っ
か
り
と
収
ま
っ
た
「
国
」
に

近
づ
い
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
う
ま
く
書
け
ず

に
悩
む
子
が
多
く
い
ま
し
た
。
頭
で
は
分
か
っ

て
い
る
の
に
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
、「
分

か
る
」
を
「
で
き
る
」
に
つ
な
げ
る
関
わ
り
が

必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
具

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

写
真
の
よ
う
に
、「
国
」
を
、
最
後
の
一
画

を
残
し
て
「
玉
」
ま
で
書
い
た
段
階
で
提
示
す

る
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
下
の
部
分
に
こ
ん

な
に
も
広
い
空
間
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と

に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
か
ら
は
「
え
っ
！　

そ
ん
な
に
？
」
と
い
う

驚
き
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
一
気

に
「
分
か
る
」
が
「
で
き
る
」
に
変
わ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
こ
の
一
時
間
の
変
容
を
自
己
評
価

さ
せ
ま
す
。
評
価
す
べ
き
点
は
、「
内
側
の
部

分
の
『
玉
』
が
し
っ
か
り
と
『
く
に
が
ま
え
』

の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

▲「国」の最後の一画を
取り除いたもの。

▲上が試書で下がまと
め書き。組み立てを意
識して書けるように
なっている。

ま
と
め

「
身
に
つ
け
た
力
」を

使
う
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掲
示

分
か
る
→
で
き
る

評
価

分
か
る


