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は
じ
め
に

予
習

　

授
業
時
間
内
に
演
習
に
取
り
組
む
た
め
、
原
則
と
し
て
予
習
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、

授
業
の
内
容
を
よ
り
効
果
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
事
前
に
問
題
文
に
目
を
通
し
て
お

く
と
よ
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
別
途
担
当
講
師
か
ら
指
示
が
出
た
場
合
は
、
そ
ち
ら
に

従
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
映
像
授
業
を
ご
受
講
の
皆
様

・
映
像
で
問
題
演
習
の
指
示
が
出
た
ら
、
映
像
を
停
止
し
て
問
題
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

・�

映
像
を
ご
受
講
い
た
だ
く
前
に
、
各
講
座
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
映
像
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

授
業
内

　

解
説
授
業
を
行
い
ま
す
。「
量
」
よ
り
も
「
質
」
を
重
視
し
ま
す
の
で
、
授
業
で
は

原
則
大
問
一
題
の
み
を
扱
い
ま
す
。
問
題
文
の
丁
寧
な
読
解
を
通
し
て
、
語
彙
の
増

強
・
論
理
構
造
の
把
握
・
文
章
の
背
景
知
識
の
伝
授
な
ど
、
密
度
の
濃
い
授
業
を
行
い

ま
す
。

　

設
問
の
解
説
で
は
、
問
題
文
の
正
確
な
内
容
理
解
を
土
台
に
、
選
択
式
・
記
述
式
そ

れ
ぞ
れ
の
設
問
に
つ
い
て
の
正
答
に
至
る
た
め
の
考
え
方
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
選

択
式
の
問
題
で
は
、
ど
の
よ
う
に
正
解
の
選
択
肢
を
見
極
め
て
い
く
か
、
記
述
式
の
問

題
で
は
、
設
問
の
要
求
を
見
極
め
て
解
答
を
作
成
す
る
手
順
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

一	

Ｚ
会
の
教
室　
国
語
の
指
導
方
針

　

国
語
で
安
定
し
た
得
点
を
と
る
た
め
に
は
、
問
題
文
の
主
題
を
と
ら
え
て
正
確
に
文

章
構
造
を
見
抜
く
読
解
力
と
、
読
解
の
結
果
を
「
解
答
」
と
し
て
採
点
者
に
正
し
く
伝

え
る
言
語
運
用
能
力
を
鍛
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
学
力
の
養
成
に
向
け
て
、
国
語
科
で
は
「
量
」
で
は
な
く
「
質
」
を
重
視

す
る
と
い
う
Ｚ
会
の
指
導
理
念
に
則
っ
た
指
導
を
行
い
ま
す
。
む
や
み
に
多
く
の
文
章

を
読
み
流
し
、
ひ
た
す
ら
多
く
の
設
問
を
解
く
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
文
章
に
じ
っ
く

り
と
取
り
組
み
、
詳
細
な
解
説
講
義
を
行
い
ま
す
。
単
に
そ
の
問
題
を
ど
う
解
く
か
、

と
い
う
観
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
同
じ
テ
ー
マ
・
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
に
は
ど
の
よ
う
に

対
処
す
る
か
」「
こ
の
タ
イ
プ
の
設
問
に
は
こ
う
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
」
と
い
っ
た
、

他
の
問
題
に
も
応
用
可
能
な
「
考
え
方
」
を
習
得
し
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
い
か
な
る
問
題
文
が
出
題
さ
れ
て
も
読
解
・
解
答
で
き
る
力
を
養
成
し
ま

す
。二	

授
業
に
つ
い
て

　

授
業
で
は
「
問
題
（
演
習
）」
も
し
く
は
「
添
削
課
題
」
を
扱
い
ま
す
。



●
添
削
課
題

　

授
業
で
扱
う
問
題
で
す
。

　

添
削
課
題
の
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
は
、
ス
タ
ッ
フ
・
講
師
か
ら
の
指
示
も
し
く
は

受
講
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
◇
が
付
い
て
い
る
設
問
は
、
ク
ラ
ス
授
業
に
お
け
る
重
点
課
題
で
す
。
担
当
講
師
の

指
示
に
従
っ
て
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
「
理
解
を
深
め
る
」
の
取
り
組
み
方
は
、
ク
ラ
ス
授
業
担
当
講
師
の
指
示
に
従
っ
て

く
だ
さ
い
。

●
問
題
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て

　

問
題
の
レ
ベ
ル
を
★
の
個
数
に
よ
っ
て
三
段
階
で
表
し
ま
す
。

　

★
…
基
礎　
　
　
　
　

★
★
…
標
準　
　
　
　

★
★
★
…
応
用
（
発
展
）　

表
現
の
細
部
に
ま
で
徹
底
的
に
こ
だ
わ
り
、
指
定
字
数
の
長
短
に
応
じ
て
、
日
本
語
と

し
て
完
結
し
た
正
確
な
表
現
を
ま
と
め
る
訓
練
を
し
ま
す
。

復
習

　

集
中
し
て
授
業
に
取
り
組
み
、
講
師
の
解
説
を
し
っ
か
り
と
聞
い
た
皆
さ
ん
で
あ
れ

ば
、
授
業
終
了
後
は
問
題
文
の
内
容
・
設
問
の
解
法
と
も
に
、
完
全
に
理
解
で
き
て
い

る
は
ず
で
す
。
ま
ず
は
当
日
の
う
ち
に
、
授
業
で
の
学
習
内
容
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

問
題
文
を
も
う
一
度
読
み
直
し
ま
し
ょ
う
。
現
代
文
で
は
、
文
章
の
内
容
だ
け
で
な
く
、

対
比
や
例
示
と
い
っ
た
「
論
理
展
開
」
も
十
分
に
意
識
し
な
が
ら
読
み
直
し
ま
し
ょ
う
。

古
文
・
漢
文
で
は
、
一
つ
一
つ
の
文
に
つ
い
て
、
意
味
の
分
か
ら
な
い
語
句
が
残
っ
て

い
な
い
か
、
ま
た
文
法
的
に
理
解
が
あ
や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が
な
い
か
を
確
認
し
な
が
ら

読
み
進
め
ま
す
。
問
題
文
を
何
度
も
音
読
し
て
み
る
こ
と
が
効
果
的
で
す
。

　

設
問
に
つ
い
て
は
、「
な
ぜ
そ
れ
が
正
解
に
な
る
の
か
」「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
解
答
に

な
る
の
か
」
を
、
他
人
に
も
説
明
で
き
る
く
ら
い
ま
で
、
解
答
に
至
る
筋
道
を
、
本
文

中
に
根
拠
を
求
め
な
が
ら
も
う
一
度
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

三	

テ
キ
ス
ト
の
構
成

●
要
点

　

学
習
の
ポ
イ
ン
ト
や
、
基
礎
知
識
を
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。

●
問
題
（
演
習
）

　

授
業
で
扱
う
問
題
で
す
。








