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⑵
原
理
・
原
則
を
発
見
す
る
授
業

　

書
写
に
原
理
・
原
則
が
あ
る
の
と
同
様
に
、

他
教
科
に
も
そ
れ
ぞ
れ
原
理
・
原
則
（
き
ま

り
）
と
い
え
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
他
教
科
で

は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
行
っ
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、
算
数
で
三
角
形
の
面
積
の
求
め
方

に
つ
い
て
学
習
す
る
と
し
ま
す
。
こ
の
単
元
の

最
初
の
学
習
場
面
で
、
子
ど
も
自
身
に
考
え
さ

せ
る
こ
と
な
く
、
指
導
者
が
初
め
か
ら
「
三
角

形
の
面
積
＝
底
辺
×
高
さ
÷
２
」
と
い
う
公
式

を
教
え
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
授
業
の
進
め

方
は
、
現
在
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

多
く
の
授
業
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
学
習
し
て

き
た
図
形
の
面
積
の
求
め
方
を
応
用
し
て
考
え

さ
せ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
の
学
習
過
程
の
中

で
、
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
、「
平
行
四
辺
形
を

二
つ
に
分
け
る
と
三
角
形
に
な
る
の
で
、
平
行

四
辺
形
の
面
積
を
２
で
割
っ
た
ら
い
い
。
だ
か

ら
、
三
角
形
の
面
積
の
公
式
は
、『
底
辺
×
高

さ
÷
２
』
だ
」
な
ど
と
、発
見
し
て
い
く
の
で
す
。

　

で
は
、
書
写
の
時
間
で
は
、
授
業
が
ど
の
よ

う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

二
年
「『
お
れ
』
の　

ほ
う
こ
う
」（
教
科
書

Ｐ
12
・
13
）
の
授
業
を
例
に
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
こ
の
と
き
、
図
５
が
示
す
よ
う
に
、「
縦

長
四
角
形
の
漢
字
の
『
折
れ
』
は
垂
直
方
向
に
、

横
長
四
角
形
の
漢
字
の
『
折
れ
』
は
斜
め
方
向

に
書
く
」
と
い
う
原
則
を
、
指
導
者
の
ほ
う
か

ら
一
方
的
に
子
ど
も
た
ち
に
教
え
込
ん
で
は
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「『
お
れ
』
の　

ほ
う
こ
う
」
の
学
習
で
は
、

図
６
の
よ
う
な
「
斜
め
方
向
の
漢
字
カ
ー
ド
」

と
「
垂
直
方
向
の
漢
字
カ
ー
ド
」
を
、
子
ど
も

た
ち
と
と
も
に
分
類
す
る
中
で
、
原
則
を
発
見

さ
せ
る
と
い
う
工
夫
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
、
教
師
主

体
の
「
書
写
の
原
則
教
え
込
み
」
の
授
業
か
ら

脱
却
し
て
、
子
ど
も
主
体
の
「
発
見
型
」
授
業

を
目
ざ
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

「
原
理
・
原
則
」発
見
型
授
業

　
小
学
校
で
は
、
比
べ
る
・
分
類
す
る
・
序
列
化
す
る
・
類
推
す
る
・
関
連
づ
け
る
な
ど

の
思
考
力
を
子
ど
も
た
ち
に
活
用
さ
せ
、
課
題
解
決
お
よ
び
原
理
・
原
則
（
き
ま
り
）
を

発
見
さ
せ
る
授
業
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
書
写
の
時
間
で
も
、
子
ど
も
た
ち
を
主
体
と

し
た
学
び
を
構
築
し
、
彼
ら
の
目
が
輝
く
授
業
を
目
ざ
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
中
国
の
先
人
た
ち
が
長
い
年
月
を
か

け
て
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
現
在
の

漢
字
を
完
成
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

ま
ず
左
ペ
ー
ジ
図
２
の
よ
う
に
、
う
ろ
こ
や

ひ
れ
を
省
略
し
、
図
３
の
よ
う
に
、
う
ろ
こ
を

四
角
形
に
整
え
て
、
図
４
の
よ
う
に
、
現
在
使

わ
れ
て
い
る
形
が
唐
代
に
完
成
す
る
ま
で
に
、

お
よ
そ
一
九
〇
〇
年
も
の
年
月
が
費
や
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

漢
字
を
整
え
て
書
く
た
め
の
原
理
・
原
則
と

は
、
多
く
の
先
人
た
ち
が
長
い
年
月
を
か
け
て

少
し
ず
つ
完
成
し
て
い
っ
た
「
知
恵
の
結
晶
」

だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

⑴
先
人
た
ち
の
知
恵
の
結
晶

　

図
１
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
絵
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
か
ら
お
よ
そ
三
三
〇
〇
年
前

に
中
国
（
殷
代
）
で
生
ま
れ
た
「
甲
骨
文
」
と

呼
ば
れ
る
文
字
で
す
。
さ
て
何
と
読
む
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
で
す
。「
魚
」
で
す
。

　

こ
の
文
字
は
、
目
で
見
て
す
ぐ
に
分
か
る
と

い
う
長
所
は
あ
り
ま
す
が
、
複
雑
す
ぎ
て
形
を

覚
え
る
の
が
大
変
で
す
ね
。
筆
順
も
分
か
ら
な

い
し
、
書
く
の
に
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
。

文
字
の

「
原
理
・
原
則
」
と
は

広
島
県
尾
道
市
立
栗
原
小
学
校  

教
頭
　
藤ふ

じ

井い

浩こ
う

治じ

広 島 県生まれ。2008
年度まで広島県尾道市
立土堂小学校に勤務。

山英男校長在籍の３
年間，教務主任として土
堂改革に取り組み，数々
の成果を上げる。光村
図書 小学校・中学校『書
写』教科書編集委員を
務める。
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そ
し
て
最
後
に
、
原
理
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

ま
す
。
原
理
と
は
、
原
則
の
理
由
に
当
た
る
も

の
で
す
。「
ど
う
し
て
、『
土
』
が
『
つ
ち
へ
ん
』

に
な
る
と
、
四
つ
の
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
し
ょ
う
か
」と
、発
問
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
図
９
の
よ
う
に
、「
土
」
の
カ
ー
ド
と
「
也
」

の
カ
ー
ド
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
理
由
が
分

か
り
ま
す
。「
四
つ
の
工
夫
」が
な
け
れ
ば
、「
土
」

と
「
也
」
が
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。「
う

ま
く
譲
り
合
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
に
、
子
ど
も
た
ち
が
気
づ
け
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

発
問
し
て
み
ま
し
ょ
う
。例
え
ば
、「
の
ぎ
へ
ん
」

の
一
画
目
の
「
払
い
」
が
下
方
向
に
向
か
っ
て

い
る
と
、
横
画
に
ぶ
つ
か
り
そ
う
で
す
。
さ
ら

に
、
次
の
画
に
向
か
っ
て
書
い
た
ほ
う
が
、
流

れ
る
よ
う
に
速
く
書
く
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、「
払
い
（
は
ね
）」
の
方

向
が
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。

　

今
回
は
、
書
写
の
原
理
・
原
則
を
、
指
導
者

に
よ
る
教
え
込
み
で
な
く
、
子
ど
も
主
体
の
発

見
型
の
授
業
に
転
換
し
て
い
く
授
業
の
あ
り
方

に
つ
い
て
提
案
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
授
業
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
原

則
を
発
見
さ
せ
る
前
に
、「
試
し
書
き
」
を
さ

せ
て
お
く
と
よ
り
効
果
的
で
す
。「
試
し
書
き
」

に
は
、
学
習
前
の
個
々
の
課
題
が
表
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
残
し
て
お
く
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
自

分
が
い
か
に
原
則
を
意
識
せ
ず
に
文
字
を
書
い

て
い
た
か
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
参
加
し
、
自
ら
考

え
な
が
ら
学
習
で
き
る
書
写
授
業
を
と
も
に
つ

く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
、「
原
理
・
原
則
」
発
見
型
授
業

の
具
体
例
を
い
く
つ
か
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⑴
左
右
の
組
み
立
て
方

　
「
地
」
と
い
う
文
字
を
使
っ
て
「
左
右
の
組

み
立
て
方
」
の
原
理
・
原
則
を
学
習
す
る
四
年

「
部
分
の
組
み
立
て
方
（
左
右
）」（
教
科
書
Ｐ

14
・
15
）
を
例
に
説
明
し
ま
す
。「
左
右
の
組

み
立
て
方
」
の
原
則
に
は
、
次
の
四
点
が
あ
り

ま
す
。

①
「
へ
ん
」
の
右
端
を
そ
ろ
え
る
。

②
「
へ
ん
」
の
縦
画
を
右
寄
り
に
書
く
。

③
「
へ
ん
」
の
幅
を
狭
く
す
る
。

④
「
へ
ん
」
の
横
画
を
右
上
が
り
に
書
く
。

　

ま
ず
、
こ
の
四
つ
の
原
則
を
踏
ま
え
、
図
７

の
よ
う
に
、「
土
」
と
「
つ
ち
へ
ん
」
を
比
較

し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
「
へ
ん
」
の
工
夫
を
見

つ
け
さ
せ
ま
す
。
一
人
で
考
え
さ
せ
る
ば
か
り

で
な
く
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
さ
せ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
そ
の
後
、
子
ど
も
た
ち
が
発
見
し
た

「『
左
右
の
組
み
立
て
方
』
の
原
則
」
を
板
書
し

て
ま
と
め
ま
す
。子
ど
も
た
ち
が
、「
つ
ち
へ
ん
」

の
最
終
画
の
変
化
（「
止
め
」
→
「
払
い
」）
を

⑵
点
画
の
つ
な
が
り
（「
払
い
」
の
方
向
）

　
「
払
い
（
は
ね
）」
の
方
向
に
つ
い
て
の
原
則

は
、「
次
の
画
の
始
筆
に
向
か
っ
て
払
う
（
は

ね
る
）」
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
学
習
す
る
の
が
、

五
年
「
字
形
を
整
え
て
書
こ
う
」（
教
科
書
Ｐ

６
／
図
10
）
で
す
。

　

こ
の
原
則
を
子
ど
も
た
ち
に
発
見
さ
せ
る
た

め
に
は
、
教
科
書
に
あ
る
よ
う
に
、
○ア
「
払
い
」

が
次
の
画
の
始
筆
に
向
か
っ
て
い
な
い
「
和
」

と
、
○イ
「
払
い
」
が
次
の
画
の
始
筆
に
向
か
っ

て
い
る
「
和
」
と
を
比
較
し
て
考
え
さ
せ
る
と

発
見
し
た
場
合
は
、
原
則
⑤
と
し
て
「
最
終
画

の
変
化
」
を
加
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ

が
本
時
の
「
ね
ら
い
」
と
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
他
の
「
へ
ん
」
に
つ
い
て
も
、「
四

つ
の
『
左
右
の
組
み
立
て
方
』
の
原
則
」
が
当

て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
ま
す
。
図
８
の

よ
う
に
、「
ひ
へ
ん
」
も
「
き
へ
ん
」
も
、
四

つ
の
原
則
が
全
て
当
て
は
ま
っ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち

が
見
つ
け
た
原
則
が
、「
つ
ち
へ
ん
」
だ
け
で

な
く
、
他
の
「
へ
ん
」
に
も
当
て
は
ま
る
も
の

で
あ
る
と
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
子
ど
も
が
発
見
し

た
「
払
い
（
は
ね
）
の
方
向
の
原
則
」
を
板
書

し
て
ま
と
め
ま
す
。

　

次
に
、
他
の
文
字
に
つ
い
て
も
「
払
い
（
は

ね
）
の
原
則
」
が
当
て
は
ま
る
か
を
確
認
す
る

こ
と
で
、
こ
の
原
則
が
、「
和
」
だ
け
で
な
く
、

全
て
の
「
払
い
（
は
ね
）」
に
共
通
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
原
理
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ま
す
。

「
ど
う
し
て
、『
払
い
』
や
『
は
ね
』
は
次
の
画

の
始
筆
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と

お
わ
り
に

「
原
理
・
原
則
」

発
見
型
授
業
の
例

図 9

図 10
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