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解決します！

業
な
の
で
す
。
授
業
で
は
、
ま
ず
教
え
る
べ

き
事
項
を
決
め
て
、
そ
の
た
め
に
教
材
を
活

用
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
つ
ま
り
、
単
元

で
の
指
導
事
項
を
絞
っ
て
指
導
す
る
の
で
す
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
は
国
語
の

授
業
で
何
を
教
わ
っ
て
い
る
の
か
が
分
か
り

や
す
く
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
読
み
方
の
特
徴

を
理
解
で
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
必
然
的
に

指
導
時
間
は
少
な
く
な
る
の
で
す
。
ま
た
、

短
い
時
間
で
単
元
が
終
わ
れ
ば
、
結
果
と
し

て
、
一
年
間
に
多
く
の
文
章
と
出
会
え
る
こ

と
に
も
な
り
ま
す
。

　
一
つ
の
文
章
を
繰
り
返
し
読
ま
せ
て
詳
細

に
読
み
取
る
こ
と
が
悪
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
国
語
の
時
間
が
い
つ
も
そ
の
よ
う

な
展
開
で
は
、
育
つ
力
も
限
定
的
に
な
り
ま

す
し
、
児
童
は
授
業
に
飽
き
て
し
ま
い
ま
す
。

国
語
の
授
業
で
は
、
目
的
や
状
況
に
応
じ
た

読
み
方
が
工
夫
で
き
る
よ
う
に
子
ど
も
た
ち

を
育
て
た
い
も
の
で
す
。

　
私
た
ち
は
日
常
生
活
で
ど
の
よ
う
に
文
章

を
読
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
電

気
製
品
を
買
っ
て
き
て
説
明
書
を
読
む
場
合

は
、
説
明
書
の
目
次
や
索
引
を
使
っ
て
、
必

要
な
情
報
を
探
し
ま
す
。
ま
た
、
環
境
問
題

に
つ
い
て
知
り
た
い
か
ら
本
を
読
む
よ
う
な

場
合
は
、
ざ
っ
と
全
体
を
読
ん
で
お
い
て
大

切
そ
う
な
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
、
詳
し
く
読

む
よ
う
な
こ
と
も
し
ま
す
。
文
学
の
読
み
方

は
も
っ
と
多
様
で
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
を
楽
し

む
だ
け
で
な
く
、
登
場
人
物
に
自
分
を
重
ね

合
わ
せ
た
り
、
描
写
を
味
わ
っ
た
り
し
ま
す

が
、
こ
れ
も
一
回
の
読
書
で
す
べ
て
を
味
わ

う
の
で
は
な
く
、
本
の
内
容
や
そ
の
と
き
の

気
分
に
応
じ
て
楽
し
み
方
を
選
ん
で
い
る
の

で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
で
は
目
的
や
時

間
、
状
況
な
ど
に
応
じ
て
多
様
な
読
み
方
を

し
て
い
る
の
で
す
が
、
国
語
の
授
業
で
行
わ

れ
る
「
読
む
こ
と
」
は
、
か
な
り
固
定
化
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
説
明
的
な
文
章
で
は
、
第

一
段
落
か
ら
順
に
読
み
、
指
示
語
や
接
続
語
、

文
末
表
現
な
ど
に
着
目
し
て
筆
者
の
主
張
や

結
論
を
理
解
し
ま
す
。
文
学
的
な
文
章
で
も
、

第
一
場
面
か
ら
詳
細
に
読
み
、
展
開
、
心
情
、

描
写
な
ど
の
す
べ
て
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と

す
る
こ
と
が
主
流
で
す
。
そ
の
た
め
に
一
つ

の
教
材
（
単
元
）
に
多
く
の
時
間
を
割
く
こ

と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
国
語
の
時
間
は
多

く
の
児
童
に
退
屈
な
時
間
、
分
か
り
切
っ
た

こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
時
間
と
捉
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
文
章
の
内
容
を
読
む
力
は
、
一
語
一
語
に

即
し
て
詳
し
く
読
み
取
る
力
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
読
し
て
要
点
を
捉
え
た
り
、
自

分
の
探
し
て
い
る
情
報
を
短
時
間
で
見
つ
け

た
り
す
る
力
も
大
切
な
の
で
す
。
ま
た
、
書

か
れ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を

も
つ
力
も
必
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
力
の
育
成

の
た
め
に
は
、
授
業
で
も
多
様
な
読
み
方
が

行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
一
つ
の
教
材
で
教
え
ら
れ
る
こ
と

を
す
べ
て
教
え
よ
う
と
す
る
の
は
や
め
ま

し
ょ
う
。
そ
れ
は
教
材
に
振
り
回
さ
れ
た
授

東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
都
の
公
立
中
学
校
教
諭
、
教
育
委
員
会
指
導
室
長
等
を
経
て
現
職
。
中
央
教
育
審
議
会
国
語
専
門
委
員
、
学
習
指
導
要
領
中
学
校
国
語
作
成
協
力
者
な
ど
を
歴
任
す
る
。

著
書
に
『
小
学
校
古
典
指
導
の
基
礎
・
基
本
』『
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
規
準
と
判
定
基
準
』（
図
書
文
化
社
）
な
ど
が
あ
る
。

田た

中な
か

洋よ
う

一い
ち

時
間
数
が
少
な
い
な
か
で
の
指
導

１ 

指
導
事
項
を
絞
り
、
多
様
な
教
材
に
出
会
わ
せ
る

お

み
悩
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教
科
書
で
想
定
し
て
い
る
教
材
の
配
当
時
数
が
全
体
的
に
少
な
く
な
り
、

時
間
内
に
学
習
し
き
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
、

ど
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
の
が
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

日
々
、
子
ど
も
た
ち
を
教
え
る
先
生
方
が
抱
え
る
お
悩
み
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
上
げ
、

解
決
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
掲
載
す
る
新
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

今
回
は
、
田
中
洋
一
先
生
と
安
田
恭
子
先
生
に
ご
登
場
い
た
だ
き
ま
す
。

東
京
女
子
体
育
大
学
理
事
・
教
授
　

田
中
洋
一

一
つ
一
つ
の
教
材
に
か
け
ら
れ
る
時
数
が
少
な
い
、

つ
ま
り
、
教
科
書
全
体
の
教
材
数
が
多
い
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

ま
ず
は
、
指
導
の
際
の
考
え
方
に
つ
い
て
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



その悩み，
解決します！

え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
二
点
を
的
確
に
見
抜

く
こ
と
で
、
省
く
こ
と
と
省
け
な
い
こ
と
が

明
確
に
な
る
の
で
す
。

要
約
の
学
習
経
験
が
少
な
い
の
で
、

要
約
力
を
つ
け
た
い
と
き

　
こ
の
と
き
、学
習
の
手
引
き
に
あ
る「
▼
こ

の
文
章
の
要
旨
を
百
五
十
字
以
内
で
ま
と
め

よ
う
。」
と
い
う
学
習
は
外
せ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、「
百
五
十
字
」
と
い
う
枠
は
、
実

態
や
学
習
経
験
か
ら
「
二
百
字
以
内
」
や

「
百
八
十
字
を
目
安
に
」
に
変
更
で
き
る
で

し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
要
約
の
前
提
と
し
て
、

文
章
の
簡
単
な
構
成
を
「
始
ま
り
・
中
の
前

半
・
中
の
後
半
・
ま
と
め
」
の
四
つ
に
分
け

て
押
さ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
短
く
ま
と

め
る
学
習
（
②
）
も
欠
か
せ
な
い
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
こ
れ
以
外
の
①・④
は
省
き
、
②・

③
に
力
を
注
げ
ば
、
指
導
時
間
も
保
証
さ
れ

る
と
い
え
ま
す
。

　「
こ
の
教
材
文
の
配
当
時
間
、
五
時
間
に

な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
時
間
内
に
指
導
し
き

れ
る
か
し
ら
。」

　「
え
え
っ
、
今
度
は
た
っ
た
の
四
時
間
。

こ
ん
な
に
長
い
作
品
な
の
に
無
理
だ
よ
。」

　
教
科
書
の
教
材
に
つ
い
て
、
学
習
の
手
引

き
等
に
忠
実
に
指
導
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
指
導
時
間
が
不
足
す
る
と
い
う
訴

え
の
声
を
多
く
耳
に
し
ま
す
。
限
ら
れ
た
時

間
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
す
れ
ば
よ

い
の
で
し
ょ
う
。
具
体
的
な
「
読
む
こ
と
」

教
材
を
取
り
上
げ
て
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
、

自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
自
体
が

苦
手
な
児
童
が
多
く
見
ら
れ
る
と
き

　
こ
の
場
合
、
い
ち
ば
ん
大
切
に
し
た
い
学

習
が
、
作
品
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
、
共

感
・
納
得
と
疑
問
と
い
う
二
つ
の
視
点
で
ま

と
め
る
こ
と
（
①
）
で
す
。
も
し
、
自
分
の

考
え
を
も
つ
と
い
う
学
習
経
験
が
き
わ
め
て

貧
困
な
実
態
な
ら
ば
、
そ
の
第
一
歩
と
な
る

こ
の
学
習
だ
け
に
力
を
入
れ
、
文
章
の
一
文

一
文
に
共
感
や
疑
問
の
マ
ー
ク
を
付
け
る
と

い
っ
た
学
習
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
と
き
、
②
や
③

の
指
導
は
省
き
ま
す
。
④
に
つ
い
て
も
、
文

章
全
体
に
つ
い
て
で
は
な
く
、「
始
ま
り
」

の
部
分
の
み
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
の
発

表
と
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
省
い
た
学
習
は
、
省
き
っ

ぱ
な
し
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
重
点

的
な
指
導
や
取
り
立
て
指
導
に
よ
っ
て
児
童

五
年　

筆
者
の
考
え
を
と
ら
え
、

　
　
　

自
分
の
考
え
を
発
表
し
よ
う

「
見
立
て
る
」 

読
む 

６

「
生
き
物
は
円
柱
形
」 

書
く 

１

　
本
単
元
の
学
習
内
容
は
、
大
き
く
次
の
二

点
と
い
え
ま
す
。

⑴─
筆
者
の
考
え
を
捉
え
る
。

⑵─
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を

も
ち
、
発
表
す
る
。

　
学
習
の
進
め
方
と
し
て
は
、
ま
ず
、
欄
外

の
問
い
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
短
い
第

一
教
材
「
見
立
て
る
」
を
使
っ
て
、
筆
者
の

論
の
展
開
の
し
か
た
（
構
成
・
例
の
取
り
上

げ
方
・
キ
ー
ワ
ー
ド
等
）
と
、
筆
者
の
考
え

を
把
握
す
る
こ
と
を
、
一
〜
二
時
間
で
学
び

の
実
態
が
改
善
さ
れ
た
と
き
に
、
他
の
教
材

で
補
完
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
際
に
は
、
二
時
間
必
要
だ
と
思
っ
て
い

た
と
こ
ろ
が
、
一
時
間
で
目
標
を
達
成
す
る

と
い
う
う
れ
し
い
誤
算
に
出
会
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
補
完
の
た
め
に
も
、
教
師
は
、
年
間

指
導
計
画
を
つ
ね
に
念
頭
に
置
き
、
ど
の
教

材
で
ど
の
活
動
を
プ
ラ
ス
し
て
い
く
か
の
見

通
し
を
も
た
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、「
要
旨
を
捉
え
る

こ
と
」
に
重
点
を
置
い
て
「
自
分
の
考
え
を

も
ち
、
発
表
す
る
こ
と
」
を
省
い
た
場
合
に

は
、
後
の
教
材
「
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
で
、
自
分
の
考
え
を
書
き

ま
と
め
、
発
表
す
る
活
動
を
し
て
か
ら
、
友

達
と
の
話
し
合
い
に
臨
む
と
い
う
学
習
計
画

を
立
て
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
教
師
は
、
い
つ
も
目
の
前
の
児
童
を
し
っ

か
り
と
見
つ
め
、
柔
軟
に
指
導
を
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

ま
す
。
第
二
教
材
「
生
き
物
は
円
柱
形
」
で

は
、
第
一
教
材
で
の
学
習
を
土
台
と
し
、
学

習
の
手
引
き
を
参
考
に
、

①
共
感
・
納
得
、
疑
問
を
明
確
に
す
る
。

②
文
章
の
構
成
を
捉
え
る
。

③
筆
者
の
考
え
、
論
の
進
め
方
を
、
要
旨
と

し
て
ま
と
め
る
。

④
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
、
自
分
は
ど
う
考

え
る
の
か
を
ま
と
め
て
発
表
し
合
う
。

と
い
う
学
習
を
、
五
〜
六
時
間
で
進
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
計
画
ど
お
り
に
学
習
を
進
め
ら

れ
る
か
、
変
更
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か

は
、
指
導
者
が
目
の
前
の
児
童
の
実
態
を
ど

う
把
握
し
、
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
を
ど
う

見
極
め
る
か
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い

福
島
県
生
ま
れ
。
新
宿
区
立
津
久
戸
小
学
校
教
諭
を
ス
タ
ー
ト
に
、
西
東
京
市
、
中
野
区
を
経
て
、
新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校
で
定
年
退
職
を
迎
え
る
。

日
本
国
語
教
師
の
会
、
欅
の
会
会
員
。
共
著
に
、『
小
学
校
国
語
科
学
習
指
導
の
研
究
』
シ
リ
ー
ズ
（
東
洋
館
出
版
社
）
な
ど
が
あ
る
。

安や
す

田だ

恭き
ょ
う

子こ
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時間数が少ないなかでの指導

解決
のために

２ 

「
こ
れ
だ
け
は
欠
か
せ
な
い
」
と
い
う
学
習
を
見
極
め
る

元
新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校
教
諭

安
田
恭
子

今
度
は
、
個
々
の
教
材
の
指
導
計
画
と
い
う
視
点
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
工
夫
が
考
え
ら
れ
る
か
を
お
答
え
い
た
だ
き
ま
す
。

配
当

時
間


