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む
し
ろ
、
そ
の
後
の
授
業
で
、
機
会
を
見
て
繰
り
返
し
指
導
す

る
こ
と
で
定
着
す
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

当
然
、
鉛
筆
の
持
ち
方
は
一
年
の
後
半
、
二
年
、
三
年
と
繰
り

返
し
指
導
を
し
て
い
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
ほ
う
が
わ
か
り
や

す
い
。
四
年
を
担
任
し
た
と
き
も
、
当
然
ど
の
子
も
正
し
い
持
ち

方
を
し
て
い
る
と
思
い
込
み
、
俊
夫
君
の
よ
う
な
子
が
い
る
と
い

う
こ
と
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
。
す
で
に
一
年
で
指
導
を
し
て

い
る
か
ら
と
い
う
勝
手
な
理
由
を
つ
け
て
納
得
し
て
い
た
。

ま
た
、「
あ
な
た
の
ク
ラ
ス
で
、
正
し
く
鉛
筆
を
持
て
て
い
る

子
は
何
人
で
そ
う
で
な
い
子
は
何
人
？
」
と
問
わ
れ
、
そ
れ
に
答

え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
経
験
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な

こ
と
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
鉛
筆
の
持
ち
方
く
ら
い
…
…
。」

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
。

三

鉛
筆
の
持
ち
方
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

鉛
筆
の
持
ち
方
は
大
丈
夫
か
？
と
い
う
こ

と
が
気
に
な
り
だ
し
て
か
ら
、
そ
れ
に
注
目

を
し
て
机
間
巡
視
（
机
間
指
導
）
を
す
る
こ

と
が
多
く
な
り
、
そ
の
過
程
で
新
た
に
気
づ

く
こ
と
が
あ
っ
た
。

最
初
の
う
ち
は
鉛
筆
の
持
ち
方
だ
け
を
気

に
し
て
指
導
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
し
ば

ら
く
続
け
て
い
く
う
ち
に
机
の
上
に
あ
る
筆
箱
の
置
き
方
、
そ
れ

に
筆
箱
の
中
の
鉛
筆
の
芯
の
尖と

が

り
方
ま
で
目
に
入
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
新
し
い
鉛
筆
に
な
っ
た
。」「
筆
箱
を
大
事
に
使
っ
て
い
る
。」

な
ど
、
周
辺
ま
で
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

文
章
を
書
い
て
い
る
と
き
で
も
、
滑
ら
か
に
書
い
て
い
る
子
、

消
し
ゴ
ム
を
使
い
何
度
も
消
し
て
は
書
き
、
書
い
て
は
消
し
て

い
る
子
、
一
つ
の
文
か
ら
次
の
文
を
書
く
ま
で
に
時
間
を
か
け

て
い
る
子
な
ど
、
学
び
の
実
態
を
適
切
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
も

な
っ
た
。

鉛
筆
の
持
ち
方
に
注
目
を
す
る
と
い
う
小
さ
な
き
っ
か
け
が
、

子
ど
も
の
生
活
や
学
習
ぶ
り
を
見
る
こ
と
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

国
語
の
授
業
は
、
子
ど
も
の
理
解
か
ら
始
ま
る
と
い
う
考
え
を

も
っ
て
い
る
。
発
言
し
た
く
て
も
、
自
信
を
も
っ
て
言
え
な
い
た
め

に
発
言
を
控
え
る
子
。
よ
い
考
え
を
も
っ
て
い
て
も
、
周
り
の
こ
と

が
気
に
な
り
、
考
え
を
変
え
て
し
ま
う
子
な
ど
、
脆も

ろ

く
て
崩
れ
や

す
い
心
を
支
え
る
い
ち
ば
ん
の
味
方
は
教
師
で
あ
る
。
味
方
に
な

る
た
め
に
は
、
子
ど
も
の
心
音
や
呼
吸
の
聞
こ
え
る
距
離
で
見
守

る
こ
と
、
こ
れ
も
子
ど
も
理
解
の
大
事
な
方
法
と
思
っ
て
い
る
。

「
書
く
こ
と
が
嫌
い
。」
に
導
か
れ
た
「
鉛
筆
の
持
ち
方
」
の
発

見
は
私
の
大
事
に
し
て
い
る
指
導
技
術
の
一
つ
で
あ
る
。

一
「
書
く
こ
と
が
嫌
い
」
と
言
う
子
の
言
い
分

鉛
筆
の
持
ち
方
を
話
題
に
す
る
と
き
、
四
年
生
を
担
任
し
た
こ

ろ
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
の
ク
ラ
ス
の
と
き
に
俊
夫
君
（
仮
名
）

が
い
た
。
彼
は
、
国
語
の
授
業
、
特
に
書
く
活
動
を
嫌
っ
た
。

「
文
を
写
し
ま
し
ょ
う
。」

「
作
文
を
書
き
ま
し
ょ
う
。」

と
指
示
を
す
る
た
び
に
嫌
そ
う
な
顔
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
反
応
を
迷
惑
に
思
い
、
わ
が
ま
ま
な
子
だ
と
思
い
込
ん
で

い
た
。

と
こ
ろ
が
、
彼
が
ノ
ー
ト
に
文
を
写
し
て
い
る
様
子
を
見
て
慌

て
た
。
鉛
筆
を
思
い
切
り
握
り
、
手
を
机
に
固
定
し
て
書
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
正
し
い
鉛
筆
の
持
ち
方
と
は
ほ
ど
遠
く
、
腕
は
動

か
さ
ず
手
首
だ
け
を
曲
げ
て
い
る
と
い
う
書
き
方
で
あ
っ
た
。
当

然
、
鉛
筆
は
滑
ら
か
に
動
い
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
数
文
字
書

い
て
は
手
首
を
振
り
、
数
文
字
書
い
て
は
た
め
息
を
つ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
見
て
い
て
痛
々
し
か
っ
た
。

結
果
だ
け
を
見
れ
ば
、
他
の
子
と
の
違
い
が
見
え
に
く
く
、
見

逃
し
そ
う
な
彼
の
ノ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
へ
た
ど
る
ま
で
に
、

た
い
へ
ん
な
苦
痛
が
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
苦
痛

を
「
書
く
こ
と
が
嫌
い
。」
と
い
う
言
葉
で
訴
え
続
け
て
い
た
。

し
か
し
、
か
な
り
の
期
間
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
を

今
も
悔
い
て
い
る
。

二

鉛
筆
の
持
ち
方
の
指
導
は
入
門
期
だ
が

鉛
筆
の
持
ち
方
の
指
導
は
一
年
生
の
早
い
時
期
か
ら
始
め
る
。

教
科
書
で
は
、
正
し
い
持
ち
方
の
写
真
を
示
し
て
い
る
。
鉛
筆
の

持
ち
方
だ
け
で
は
な
い
。
入
門
期
の
指
導
と
し
て
、
一
年
生
の
上

巻
で
は
「
あ
・
い
・
う
・
え
・
お
」
の
口
の
開
け
方
や
椅
子
の
座

り
方
、
平
仮
名
の
正
し
い
書
き
方
を
示
し
て
い
る
。

入
門
期
の
教
科
書
は
基
礎
的
な
内
容
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
時
間
の
制
約
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
が
定
着

す
る
ま
で
徹
底
し
て
指
導
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
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