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本
稿
で
は
、
わ
た
し
が
授
業
で
実
践
し
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
身
の
回
り
で
使
用
さ
れ

て
い
る
文
字
に
興
味
を
も
た
せ
、
日
常
生
活
で

目
的
に
応
じ
て
適
切
に
使
用
で
き
る
よ
う
な
指

導
の
提
案
を
し
た
い
。

❶
文
字
に
は
い
ろ
い
ろ
な
書
体
が
あ
る
こ
と
に

　

気
づ
く

　

初
め
に
、光
村
図
書「
中
学
書
写　

二
・
三
年
」

教
科
書
の
見
返
し
〜
２
ペ
ー
ジ
「
文
字
は
何
に

書
か
れ
て
き
た
の
か
」を
見
な
が
ら
、同
じ「
馬
」

と
い
う
文
字
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
せ
る
。

　

こ
の
教
材
は
、
書
か
れ
た
素
材
に
つ
い
て
の

解
説
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
実
践
で
は

「
馬
」
の
書
体
の
違
い
に
着
目
さ
せ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
中
学
校
の
書
写
で
は
学
習
す
る
内
容
で

書
」「
行
書
」「
楷
書
」と
、活
字
の「
明
朝
体
」「
ゴ

シ
ッ
ク
体
」
を
一
覧
に
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
の
変
遷
や
大
ま
か
な
特

徴
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
。

　

時
代
性
と
書
写
材
料
の
変
化
に
よ
っ
て
文
字

が
変
遷
し
て
き
た
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
成
立
し
た
書
体
が
、
今
も
な
お
使
わ
れ
続
け

て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
た
い
。

❷
身
の
回
り
に
あ
る
文
字
を
集
め
る

　

校
内
、
家
庭
内
、
街
中
な
ど
で
見
か
け
た
さ

ま
ざ
ま
な
文
字
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
す

る
。
そ
の
際
、
文
字
の
も
つ
表
情
や
効
果
に
つ

い
て
生
徒
に
興
味
や
関
心
を
よ
り
高
く
も
た
せ

る
よ
う
、
今
回
は
、「
毛
筆
風
書
体
」（
そ
れ
に

近
い
活
字
書
体
も
含
め
る
）
と
い
う
テ
ー
マ
を

決
め
て
文
字
収
集
を
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
制
約

を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
意
識
的
に
文

字
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
使
わ
ず
、
紙
に

鉛
筆
で
メ
モ
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

今
回
は
、「
骨
書
き
（
※
③
）」「
籠か
ご

字
（
※
④
）」

と
い
う
方
法
も
合
わ
せ
て
取
り
入
れ
た
。
こ
の

方
法
は
記
録
に
時
間
は
か
か
る
が
、
き
ち
ん
と

一
字
一
字
の
字
形
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
徒
た
ち
は
、
お
互
い
に
書
き
取
っ
た
字
形
を

比
べ
な
が
ら
、
楽
し
ん
で
取
り
組
ん
で
い
た
。

❸
集
め
た
文
字
を
分
類
す
る

　

班
ご
と
に
、
収
集
し
て
き
た
文
字
の
書
体
分

類
を
行
う
。
基
本
的
に
は
❶
で
学
習
し
た
書
体

に
基
づ
い
て
分
類
す
る
が
、
仮
名
文
字
や
デ
ザ

イ
ン
書
体
な
ど
も
混
じ
っ
て
い
る
の
で
、「
そ

の
他
」「
仮
名
」
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
必
要

に
応
じ
て
設
け
る
。

　

こ
こ
で
は
厳
密
な
分
類
は
目
的
で
は
な
い
の

で
、
似
て
い
る
書
体
で
の
グ
ル
ー
プ
分
け
と
考

え
、
あ
え
て
生
徒
の
判
断
に
異
論
を
差
し
挟
む

こ
と
は
し
な
い
。

❹
そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
が
ど
ん
な
意
図
や
効
果
が 

　

あ
る
か
考
え
る

　

ま
と
め
方
と
し
て
は
、
光
村
図
書
「
中
学
書

写　

二
・
三
年
」
教
科
書
の
「
四　

生
活
に
生

か
そ
う
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
修
学
旅
行
新
聞
」

（
Ｐ
29
）
な
ど
を
参
考
に
、
新
聞
形
式
、
パ
ネ

ル
発
表
な
ど
考
え
ら
れ
よ
う
。
今
回
は
、
時
間

の
都
合
上
、
班
ご
と
に
自
由
な
方
法
で
発
表
を

す
る
形
式
を
と
っ
た
。

　

本
実
践
の
目
的
は
、
書
体
の
分
類
を
知
る
こ

と
で
は
な
く
、
多
様
な
書
体
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
書
体
が
使
わ
れ
て
い
る
理
由
を
理
解
す
る

こ
と
に
あ
る
。
書
体
ご
と
の
特
徴
や
与
え
る
印

象
に
つ
い
て
調
べ
、
そ
れ
を
今
後
の
文
書
作
成

な
ど
で
生
か
せ
る
よ
う
な
指
導
を
し
た
い
。

は
な
い
が
、
後
に
集
め
た
文
字
を
比
較
・
分
類

す
る
と
き
の
目
安
と
し
て
軽
く
触
れ
る
よ
う
に

し
た
。

　

各
書
体
の
特
徴
が
よ
り
分
か
り
や
す
い
よ
う

に
、「
甲
骨
文
字
」「
金
文
」「
篆
書
」「
隷
書
」「
草

　

現
代
で
は
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
等
の
普
及
に

よ
り
、
文
書
作
成
時
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
体

（
※
①
）
や
文
字
修
飾
（
※
②
）
を
用
い
て
表
現

す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
自
由

度
が
高
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
内
容
や
意
図
が
伝

わ
り
に
く
い
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
選
択
を
適
切
に
す
る
た
め
の
指
導
も

必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
年
三
月
告
示
の
新
し
い
中
学
校
学

習
指
導
要
領
「
国
語
」
で
も
、第
三
学
年
で
「
身

の
回
り
の
多
様
な
文
字
に
関
心
を
も
ち
、
効
果

的
に
文
字
を
書
く
こ
と
」
が
新
た
に
加
え
ら
れ

た
。
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
、
自
ら
「
文
字
」
に

興
味
・
関
心
を
も
ち
、
理
解
を
深
め
る
た
め
の

指
導
は
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

二
松
學
舎
大
學　

非
常
勤
講
師　

内う
ち

田だ

征ま
さ

志し

身
の
回
り
の
文
字
を

見
つ
め
直
し
て
み
よ
う

─
看
板
文
字
の
息
づ
か
い

1819

は
じ
め
に

指
導
の
流
れ

商
店
街
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
の
文
字
が
あ
ふ
れ
て
い
る

■
さ
ま
ざ
ま
な
「
馬
」
の
書
体

馬馬
甲骨文字金　文

行　書

篆　書

楷　書

隷　書

明朝体

草　書

ゴシック体
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一
文
字
と
向
き
合
い
、
比
べ
た
り
模
写
し
た
り

す
る
活
動
は
、
生
徒
の
限
り
な
い
可
能
性
を
引

き
出
す
。
取
材
メ
モ
で
は
あ
る
が
、
作
品
と
よ

ん
で
も
差
し
支
え
な
い
な
い
く
ら
い
の
完
成
度

に
驚
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
文
字
」
は
記
録
す

る
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
文
字
そ
の

も
の
が
生
命
を
も
っ
て
わ
た
し
た
ち
に
訴
え
か

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
。

わ
た
し
は
、
ま
さ
に
「
文
字
の
歴
史
は
、
人
間

の
歴
史
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

本
実
践
は
単
純
に
い
え
ば
、
校
内
、
家
庭
内
、

街
の
中
な
ど
日
常
生
活
の
中
で
普
段
見
か
け
て

い
る
看
板
文
字
を
集
め
て
み
る
と
い
う
、
た
だ

そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、「
文
字
」
に

対
し
て
の
生
徒
の
意
識
は
随
分
変
わ
っ
て
き
た

よ
う
に
思
え
る
。
身
の
回
り
の
多
様
な
文
字
に

関
心
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
書
写
指
導
の
原
点

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
文
字
と
遊
ぶ
」
と
い
う
感
覚
で
、
一
文
字

　

そ
れ
ぞ
れ
の
班
で
、
集
め
た
文
字
と
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
感
想
を
発
表
さ
せ
た
。
そ
の
う
ち
、

特
徴
的
な
例
を
二
例
紹
介
す
る
。（
生
徒
作
品
の

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
画
像
は
、
商
標
権
に
抵
触
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
た
め
、
一
部
改
変
し
て
掲
載
）

Ａ
班　

同
じ
文
字
で
異
な
る
書
体
を
集
め
る

「
鮮
魚
」
…
流
れ
る
よ
う
な
書
き
方
、
わ
ざ

と
太
さ
を
変
え
た
書
き
方
、
勢
い
の
よ
い

は
ね
な
ど
で
、
魚
の
生
き
の
良
さ
を
表
し

て
い
る
。

「
珈
琲
」
…
漢
字
で
表
し
、
書
き
文
字
に
す

る
と
、
特
別
な
感
じ
が
す
る
。

「
そ
ば
」
…
仮
名
に
は
い
ろ
い
ろ
な
書
体
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
ば
の
太
さ
や
味
が

表
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

同
じ
も
の
を
売
っ
て
い
る
店
で
も
、
看

板
の
書
体
や
文
字
の
色
が
違
う
だ
け
で
印

象
が
違
っ
て
く
る
。

　

学
校
の
表
札
を
魚
屋
さ
ん
や
珈
琲
店
と

同
じ
書
体
で
書
い
た
ら
変
だ
と
思
う
。
そ

れ
ぞ
れ
の
商
店
や
会
社
な
ど
は
、
そ
こ
に

ふ
さ
わ
し
い
書
体
を
使
っ
て
い
る
ん
だ
な

と
思
っ
た
。

　

こ
の
班
で
は
、
同
じ
商
品
の
書
体
に
よ
る
表

し
方
の
違
い
に
目
を
つ
け
て
い
る
。
生
徒
た
ち

は
、
文
字
を
集
め
な
が
ら
、
書
体
ご
と
に
違
う

表
情
を
的
確
に
と
ら
え
、
さ
ら
に
、
ゴ
シ
ッ
ク

体
や
明
朝
体
な
ど
の
活
字
で
の
表
現
と
の
違
い

に
気
づ
く
こ
と
も
で
き
て
い
た
。

Ｂ
班　

隷
書
に
注
目
し
、
鉛
筆
に
よ
る
メ
モ
を

　
　
　

も
と
に
特
徴
を
考
え
る

　
「
隷
書
」
を
選
ん
だ
の
は
、
他
の
文
字
と

違
っ
て
き
れ
い
で
整
っ
た
印
象
を
受
け
た

か
ら
。
探
し
て
い
る
う
ち
に
、
結
構
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
が
つ
い
た
。

　

ま
た
、
同
じ
隷
書
で
も
、
太
さ
や
形
が

違
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ

た
。

　

隷
書
は
、
楷
書
や
行
書
と
比
べ
て
、
な

に
か
正
式
で
も
の
も
の
し
い
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
。
ま
た
、
は
ら
い
の
部
分
が
独
特
で
、

き
り
っ
と
し
た
ス
ピ
ー
ド
が
感
じ
ら
れ
る
。

格
式
を
重
ん
じ
る
お
店
や
商
品
な
ど
で
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

Ｂ
班
で
は
、
看
板
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
隷

書
を
中
心
に
集
め
た
。
こ
の
実
践
の
冒
頭
で
、

各
書
体
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
解
説
は
し
た
が
、

隷
書
の
特
徴
に
つ
い
て
細
か
な
説
明
は
し
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
収
集
し
た
文
字
の
中

に
は
ポ
ッ
プ
文
字
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
活
字
も
含

ま
れ
て
い
た
が
、
あ
え
て
区
別
さ
せ
る
指
導
は

避
け
た
。

　

生
徒
は
こ
れ
ら
の
文
字
を
模
写
す
る
な
か
で
、

帰
納
的
に
隷
書
の
特
徴
を
探
り
出
し
、波は

磔た
く

（
※

⑤
）
を
強
調
し
た
気
品
や
、
美
し
い
姿
を
感
じ

取
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
両
班
に
限
ら
ず
、
生
徒

た
ち
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
の
文
字
を
集
め

て
き
た
。
そ
れ
を
使
っ
て
、
自
分
た
ち
が
好
き

な
書
体
、
使
っ
て
み
た
い
書
体
な
ど
考
え
さ
せ

る
こ
と
で
、
文
字
の
形
や
効
果
に
対
す
る
興
味

が
高
ま
っ
て
き
た
。
生
徒
の
中
か
ら
自
発
的
に
、

こ
れ
ら
の
書
体
を
生
か
し
た
作
品
作
り
を
し
た

い
と
い
う
声
も
出
て
き
た
こ
と
で
、
本
実
践
の

目
的
は
、
ま
ず
達
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

今
回
は
時
間
の
都
合
で
で
き
な
か
っ
た
が
、

こ
こ
で
学
ん
だ
書
体
に
よ
る
効
果
を
応
用
し
て
、

本
の
帯
や
ポ
ス
タ
ー
作
り
な
ど
、
人
目
を
引
き

つ
け
る
必
要
の
あ
る
表
現
活
動
に
結
び
付
け
ら

れ
れ
ば
、
さ
ら
に
文
字
に
対
す
る
意
識
は
高

ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

指
導
の
実
際

お
わ
り
に

※
①
「
書
体
」

　

楷
書
・
行
書
・
草
書
な
ど
、
特
定
の
様
式
で
統

一
さ
れ
た
字
形
。
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
な
ど
で
用
い

ら
れ
る
「
フ
ォ
ン
ト
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
。

※
②
「
文
字
修
飾
」

　

太
字
や
斜
体
、
影
付
き
、
白
抜
き
、
縁
取
り
な

ど
、
そ
の
文
字
を
目
立
た
せ
た
り
区
別
し
た
り
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
法
。

※
③
「
骨
書
き
」

　

画
の
中
心
を
線
で
示
す
方
法
。

※
④
「
籠
字
」

　

文
字
の
輪
郭
を
写
し
取
る
こ
と
。

※
⑤
「
波
磔
」

　

横
画
の
終
筆
に
見
ら
れ
る
、
隷
書
独
特
の
三
角

状
の
払
い
。

■
Ａ
班
の
集
め
た
文
字
群

■
Ｂ
班
の
集
め
た
文
字
群




