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学
習
を
始
め
る
前
に

①
授
業
で
使
う
文
章
を
印
刷
し
て
く
だ
さ
い
。

•

印刷の仕方

１．Webページ http://JPNClass.com へ行きましょう。

２．YouTube授業をクリックしましょう。

http://jpnclass.com/


•

印刷の仕方

３．中1国語 １月第３週〈スライド（PDF)>をクリックしましょう。

４． がついているページを印刷しましょう。



②
必
ず
用
意
し
て
く
だ
さ
い

・
国
語
の
ノ
ー
ト
と
漢
字
ノ
ー
ト

・
筆
記
用
具
（
赤
ペ
ン
、
赤
え
ん
ぴ
つ
も
必
要
）

③
気
を
つ
け
る
こ
と

・
大
事
だ
と
思
う
と
こ
ろ
は
ノ
ー
ト
に
書
い

て
く
だ
い
さ
い
。

・
「
ビ
デ
オ
を
止
め
て
く
だ
さ
い
。
」
と
言

わ
れ
た
ら
、
ビ
デ
オ
を
止
め
て
、
先
生
の

指
示
に
し
た
が
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
ビ
デ
オ
を
止
め
た

り
、
も
う
一
度
ビ
デ
オ
を
見
た
り
し
て
く

だ
さ
い
。

・
授
業
で
使
っ
て
い
る
ス
ラ
イ
ド
を
、
印
刷
し
た

い
人
は
、
①
と
同
じ
よ
う
に

Web

ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
J
P
N
C
l
a
s
s
.
c
o
m

か
ら
で
き
ま
す
。

http://jpnclass.com/


先
週
の
宿
題

１
．
漢
字

新
し
い
漢
字
の
練
習
を
し
ま
し
ょ
う
。

２
．
音
読

「
江
戸
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

「
読
書
案
内
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

３
．
辞
典

国
語
辞
典
と
漢
字
辞
典
を
用
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。



漢
字
テ
ス
ト
①

漢
字
の
読
み
方
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

⑴

優
秀
な
盲
導
犬
を
育
て
る
。

⑵

苦
悩
と
努
力
の
軌
跡
を
描
く
。

⑶

年
俸
一
ド
ル
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。

⑷

「
勇
敢
に
な
れ
」
と
い
う
父
の
言
葉
。

⑸

ナ
チ
ス
の
迫
害
。

⑹

隠
れ
家
に
身
を
潜
め
る
。

⑻

旅
行
を
企
画
す
る
。

⑼

難
民
キ
ャ
ン
プ
で
外
科
医
と
し
て
働
く
。



漢
字
テ
ス
ト
①

漢
字
の
読
み
方
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

答
え
合
わ
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。

⑴

優
秀
な
盲
導
犬
を
育
て
る
。

⑵

苦
悩
と
努
力
の
軌
跡
を
描
く
。

⑶

年
俸
一
ド
ル
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。

⑷

「
勇
敢
に
な
れ
」
と
い
う
父
の
言
葉
。

⑸

ナ
チ
ス
の
迫
害
。

⑹

隠
れ
家
に
身
を
潜
め
る
。

⑻

旅
行
を
企
画
す
る
。

⑼

難
民
キ
ャ
ン
プ
で
外
科
医
と
し
て
働
く
。 ゆ

う
し
ゅ
う

く
の
う
／
き
せ
き

ね
ん
ぽ
う

ゆ
う
か
ん

は
く
が
い

か
く
れ
が

き
か
く

げ
か
い



漢
字
テ
ス
ト
②

ー
線
の
漢
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

⑴

ゆ
う
し
ゅ
う
な
盲
導
犬
を
育
て
る
。

⑵

く
の
う
と
努
力
の
き
せ
き
を
描
く
。

⑶

ね
ん
ぽ
う
一
ド
ル
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。

⑷

「
ゆ
う
か
ん
に
な
れ
」
と
い
う
父
の
言
葉
。

⑸

ナ
チ
ス
の
は
く
が
い
。

⑹

か
く
れ
が
に
身
を
潜
め
る
。

⑻

旅
行
を
き
か
く
す
る
。

⑼

難
民
キ
ャ
ン
プ
で
げ
か
い
と
し
て
働
く
。



漢
字
テ
ス
ト
②

ー
線
の
漢
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

答
え
合
わ
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。

⑴

ゆ
う
し
ゅ
う
な
盲
導
犬
を
育
て
る
。

⑵

く
の
う
と
努
力
の
き
せ
き
を
描
く
。

⑶

ね
ん
ぽ
う
一
ド
ル
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。

⑷

「
ゆ
う
か
ん
に
な
れ
」
と
い
う
父
の
言
葉
。

⑸

ナ
チ
ス
の
は
く
が
い
。

⑹

か
く
れ
が
に
身
を
潜
め
る
。

⑻

旅
行
を
き
か
く
す
る
。

⑼

難
民
キ
ャ
ン
プ
で
げ
か
い
と
し
て
働
く
。

優
秀

苦
悩
／軌

跡

年
俸

勇
敢

迫
害

隠
れ
家

企
画

外
科
医



江
戸
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

―

今
に
生
か
し
た
い
江
戸
の
知
恵―

杉
浦

日
向
子

江
戸
時
代
は
、
二
世
紀
と
い
う
長
い
間
、
平
和
が

続
い
た
時
代
で
あ
る
。
同
時
代
の
西
欧
諸
国
が
、
戦

乱
に
明
け
暮
れ
な
が
ら
近
代
を
招
い
た
の
に
比
べ
れ

ば
、
二
百
六
十
年
に
お
よ
ぶ
江
戸
の
歳
月
は
、
驚
異

的
な
こ
と
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

長
く
続
い
た
平
和
は
、
生
活
の
工
夫
に
満
ち
た
魅

力
あ
ふ
れ
る
「
江
戸
」
と
い
う
町
を
つ
く
り
出
し
た
。

「
江
戸
っ
子
」
と
よ
ば
れ
る
庶
民
の
日
常
生
活
を
の

ぞ
き
、
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
か
ら
、
現
代
の
わ
た
し
た

ち
の
生
活
を
見
つ
め
直
し
て
み
よ
う
。

江
戸
の
町
人
た
ち
は
、
狭
い
空
間
に
ひ
し
め
き
合
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
江
戸

後
期
の
町
人
地
の
人
口
密
度
は
、
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
、
約
六
万
七
千

人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
在
の
東
京
二
十
三
区
の
人
口
密
度

の
約
五
倍
で
あ
り
、
か
な
り
窮
屈
な
暮
ら
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
狭
い
町
人
地
の
中
で
、
江
戸
っ
子
た
ち
は
、
長
屋
と
よ
ば
れ
る
簡
易

住
居
に
住
ん
で
い
た
。
住
ん
で
い
た
と
い
っ
て
も
、
当
時
の
長
屋
は
居
住
性
を
求

め
る
家
と
と
い
う
よ
り
は
、
寝
室
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
寝
る
と
き
に
だ
け
戻
る
と

い
う
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
。

で
は
、
寝
る
と
き
以
外
の
生
活
は
ど
の
よ
う
に
し

て
い
た
か
と
い
う
と
、
食
事
を
す
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル

ー
ム
は
町
な
か
の
屋
台
を
利
用
し
、
応
接
間
は
湯
屋

の
二
階
座
敷
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
は
髪
結
い
床

の
土
間
、
日
用
品
は
歩
く
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
と
し
て
の
「
振
り
売
り
」
を
利
用
す
る
と
い
う
ふ

う
に
、
八
百
八
町
と
い
わ
れ
た
江
戸
の
町
全
体
を
自

分
の
家
の
よ
う
に
使
い
こ
な
す
機
能
的
な
暮
ら
し
方

を
し
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

人
と
人
と
の
広
範
囲
で
強
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。

《
新
し
い
漢
字
》

江
戸

狭
い

窮
屈

範
囲

ハ
ン

キ
ュ
ウ
ク
ツ

エ

せ
ま

①
②

す
ぎ
う
ら

ひ
な
こ

み

り
ょ
く

し
ょ
み
ん

江
戸
時
代
の
代
表
的
な
盛
り

場
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
両
国

橋
西
側
の
た
も
と
の
様
子
。

さ
か

江
戸
の
町
は
、
物
売
り
の
声

や
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
往
来

で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。

「
石
町
大
道
彙
図
」
葛
飾
北
斎

こ
く
ち
ょ
う
だ
い
ど
う
い
ず

か
つ
し
か
ほ
く
さ
い

④

③

⑥

⑤

⑦

⑧

⑨

ゆ
や

に
か
い
ざ
し
き

か
み
ゆ
い

ど
こ

は
っ
ぴ
ゃ
く
や
ち
ょ
う

510

15

202530

１



江
戸
の
町
に
は
、
た
く
さ
ん
の
商
店
が
店
を
構
え

て
い
た
が
、
振
り
売
り
の
声
も
あ
ふ
れ
て
い
た
。
日

用
品
の
ほ
と
ん
ど
は
振
り
売
り
が
あ
つ
か
っ
て
お
り
、

売
り
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
呼
び
止
め
て
気
軽
に
購

入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
は
、
売
っ
た
も
の
の

修
理
も
請
け
負
っ
た
、
さ
ら
に
、
修
繕
専
門
の
「
直

し
屋
」
と
い
う
振
り
売
り
も
い
た
。
直
し
屋
は
、

「
物
」
の
数
だ
け
そ
ろ
っ
て
お
り
、
み
な
す
ば
ら
し

い
技
術
を
も
っ
た
人
ば
か
り
だ
っ
た
。

江
戸
っ
子
た
ち
は
、
物
の
背
後
に
、
作
り
手
、
売

り
手
、
直
し
手
の
三
つ
の
顔
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
物
を
大
切
に
使
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
家
財
道
具
は
一
生
も
の

で
、
ど
ん
な
道
具
で
も
、
ご
み
と
し
て
捨
て
て
し
ま

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
戸
の
基
本
理
念
は
「
も
っ

た
い
な
い
」
で
あ
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
は
あ
た
り
ま
え

と
い
う
合
理
的
な
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
で

あ
る
。

江
戸
っ
子
は
幼
少
時
代
か
ら
、
「
残
る
物
」
を
購
入
す
る
場
合
は
三
度
考
え
て

買
え
、
と
し
つ
け
ら
れ
た
。
店
に
通
っ
て
買
う
か
ど
う
か
を
迷
い
、
も
し
、
そ
の

間
に
売
れ
て
し
ま
え
ば
縁
が
な
い
と
あ
き
ら
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
買
っ
た

あ
と
は
、
そ
の
物
が
形
が
な
く
な
る
ま
で
修
繕
を
く
り
返
し
、
と
こ
と
ん
使
い
切

き
っ
た
。
収
入
に
比
し
て
物
の
値
段
が
と
て
も
高
価
だ
っ
た
江
戸
で
は
、
衝
動
買

い
は
最
も
い
さ
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
べ
に
穴
が
空
け
ば
鋳
掛
屋
に
頼
ん
で
ふ
さ
ぎ
、
さ
ら
に
使
え
な
く
な
れ
ば
古

金
屋
に
下
げ
渡
し
て
資
源
と
し
た
。
下
駄
の
歯
が
減
っ
た
ら
歯
だ
け
を
入
れ
替
え
、

鼻
緒
が
痛
ん
だ
ら
鼻
緒
を
す
げ
替
え
、
つ
い
に
下
駄
本
体
が
割
れ
た
ら
薪
に
し
て

燃
料
と
し
た
。
ま
た
、
浴
衣
で
あ
れ
ば
、
少
し
古
く
な
っ
ら
赤
ち
ゃ
ん
の
お
し
め

に
し
、
そ
れ
が
古
く
な
っ
た
ら
雑
巾
に
、
そ
れ
も
だ
め
に
な
っ
た
ら
さ
い
て
縄
や

敷
物
に
編
ん
だ
り
、
よ
っ
て
鼻
緒
の
芯
に
し
た
り
し
た
。
こ
こ
ま
で
使
い
き
り
、

そ
れ
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
果
て
れ
ば
、
火
に
く
べ
る
燃
料
と
し
た
。

《
新
し
い
漢
字
》

《
新
出
音
訓
》

請
け
る

修
繕

痛
む

長
屋
の
入
り
口
（
式
亭
三
馬

「
浮
世
床
」
挿
絵
） し

き
て
い
さ
ん
ば

う
き
よ
ど
こ

さ
し
え

い
か
け

や

げ

た

は
な
お

ゆ
か
た

ぞ
う
き
ん

し
ん

う

ゼ
ン

い
た

5
5

51015

202530

２

⑩

⑪



さ
ら
に
、
江
戸
っ
子
た
ち
は
、
最
後
に
残
っ
た
灰

ま
で
も
利
用
す
る
。
か
ま
ど
や
火
鉢
に
残
っ
た
灰
は
、

「
灰
買
い
」
と
い
う
業
者
が
買
い
取
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
灰
は
、
畑
の
土
を
よ
く
し
、
作
物
を
大
き
く
育

て
る
肥
料
と
な
っ
た
り
、
わ
か
め
な
ど
の
海
産
物
を

灰
に
ま
ぶ
し
て
干
す
「
灰
干
し
」
の
生
産
に
用
い
ら

れ
た
り
し
た
。
絹
や
綿
や
麻
な
ど
の
糸
作
り
も
、
灰

の
汁
で
煮
る
と
光
沢
が
出
て
や
わ
ら
か
く
な
る
。
そ

の
ほ
か
に
も
、
酒
造
、
紙
す
き
、
染
色
、
洗
剤
な
ど
、

灰
は
無
数
の
用
途
が
あ
り
、
余
す
こ
と
な
く
利
用
さ

れ
た
。

江
戸
時
代
の
道
具
は
、
金
物
、
木
、
布
、
紙
な
ど
、

ど
れ
も
天
然
素
材
で
あ
っ
た
。
金
物
は
煮
と
か
せ
ば

何
度
で
も
再
生
が
き
き
、
そ
れ
以
外
の
物
は
最
終
的

に
植
物
性
の
き
れ
い
な
灰
と
な
っ
た
。
ま
め
な
リ
サ

イ
ク
ル
を
す
る
江
戸
の
心
が
け
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
道
具
を
は

じ
め
と
す
る
身
の
回
り
の
物
が
す
べ
て
再
利
用
で
き
る
素
材
で
作
ら
れ
て
い
た
と

い
う
の
も
、
今
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
。

物
に
囲
ま
れ
、
豊
か
で
便
利
な
時
代
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
一
応
半
世
紀
の
平

和
の
中
に
い
る
。
二
世
紀
の
平
和
を
保
っ
た
江
戸
時
代
の
よ
う
に
、
あ
と
二
百
年

後
の
子
孫
た
ち
は
、
今
の
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
ど
う
見
る
の
だ
ろ
う
か
。
逆

に
江
戸
っ
子
た
ち
が
、
こ
ち
ら
の
側
の
生
活
を
の
ぞ
い
た
な
ら
ば
、
電
気
や
、
飛

行
機
な
ど
の
現
代
の
便
利
な
機
器
を
う
ら
や
ま
し
が
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な

想
像
が
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。

二
百
年
前
の
江
戸
の
暮
ら
し
を
ほ
ん
の
一
部
だ
け
の
ぞ
い
て
み
た
。
江
戸
っ
子

た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、
物
が
あ
ふ
れ
る
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
比
較
し
て
み
る

と
「
豊
か
」
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
長
屋
暮
ら
し
と
い
う
自
分
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
物
を

大
切
に
し
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
活
し
て
い
く
共
同
意
識
を
も
っ
て
い
た
江

戸
っ
子
た
ち
の
暮
ら
し
に
は
、
「
心
の
豊
か
さ
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

《
新
し
い
漢
字
》

火
鉢

煮
る

光
沢

与
え
る

髪
結
床
の
様
子
。
店
の
奥
で

は
、
客
た
ち
が
歓
談
し
な
が

ら
待
っ
て
い
る
。
（
式
亭
三

馬
「
浮
世
床
」
挿
絵
）

あ
さ

し
る

ひ
か
く

51015

202530
３

バ
チ
（
ハ
チ
）

に

タ
ク

あ
た



過
去
か
ら
現
代
、
そ
し
て
未
来
へ
と
暮
ら
し
は
変
化
し
て
い
く
が
、
人
々
の
心

は
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
の
生
活
の
中
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
今
の
わ
た
し

た
ち
の
「
物
の
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、

と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
な
「
心
の
豊
か
さ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
江
戸
時
代
＝
徳
川
家
康
が
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
と
き
（
一
六
〇
三
）
か
ら
、

徳
川
慶
喜
が
大
政
を
奉
還
（
一
八
六
七
）
す
る
ま
で
の
約
二
百
六
十
年
間
を
い
う
。

徳
川
氏
が
政
権
を
握
り
、
幕
府
を
江
戸
に
お
い
て
い
た
時
代
。

②
江
戸
っ
子
＝
主
に
町
人
の
場
合
に
い
い
、
江
戸
で
生
ま
れ
、
江
戸
で
育
っ
た
人

を
指
す
。

③
江
戸
後
期
の
・
・
・
＝
こ
の
こ
ろ
の
江
戸
の
人
口
は
百
二
十
万
人
に
達
し
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
市
街
地
面
積
の
約
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
武
家
地
（
武

家
の
所
有
地
）
・
寺
社
地
（
寺
社
の
所
有
地
）
で
、
そ
の
地
域
の
人
口
は
約
七
十

万
人
弱
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
体
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
面
積
の
町
人
地

（
町
人
の
居
住
地
）
に
残
り
の
五
十
万
人
強
が
住
ん
で
し
た
。

④
長
屋
＝
一
つ
の
棟
に
数
戸
の
世
帯
が
入
っ
て
い
た
。
狭
い
土
地
に
町
人
が
多
く

生
活
す
る
江
戸
に
お
い
て
は
、
代
表
的
な
庶
民
住
宅
だ
っ
た
。

⑤
屋
台
＝
道
端
や
門
前
な
ど
に
、
屋
根
を
か
け
て
立
ち
売
り
の
商
売
を
す
る
簡
単

な
店
。
主
に
、
す
し
、
て
ん
ぷ
ら
が
売
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
汁
粉
や
大
福
餅
、
う

な
ぎ
の
か
ば
焼
き
な
ど
の
店
も
あ
っ
た
。

⑥
湯
屋
＝
代
金
を
取
っ
て
入
浴
さ
せ
る
公
衆
浴
場
。
二
回
座
敷
は
休
憩
所
に
な
っ

て
お
り
、
町
人
た
ち
の
社
交
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

⑦
髪
結
床
＝
男
性
の
髪
を
結
い
、
ひ
げ
、
月
代
（
成
人
男
子
が
額
か
ら
頭
上
に
か

け
て
髪
を
そ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
部
分
。
）
な
ど
を
そ
る
店
。
早
朝
か
ら
夜
ま
で

営
業
し
て
い
た
た
め
、
町
内
の
集
会
所
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

⑧
振
り
売
り
＝
物
を
提
げ
た
り
担
っ
た
り
し
て
、
町
か
ら
町
へ
呼
び
声
を
上
げ
な

が
ら
売
り
歩
く
人
。

⑨
八
百
八
町
＝
江
戸
の
町
全
体
。
江
戸
の
市
中
に
町
の
数
多
く
あ
る
こ
と
を
い
う

話
。

⑩
鋳
掛
屋
＝
な
べ
、
か
ま
ど
な
ど
の
金
属
製
の
器
具
の
傷
ん
だ
部
分
を
、
は
ん
だ

な
ど
で
修
理
す
る
職
業
。

⑪
古
金
屋
＝
古
鉄
を
売
買
す
る
職
業
。
ま
た
、
古
道
具
屋
の
こ
と
。

と
く
が
わ
い
え
や
す

ほ
う
か
ん

む
ね

だ
い
ふ
く
も
ち

き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

さ
か
や
き

に
な
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「
江
戸
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
さ
ら
に
詳
し
読
み
込
み
ま
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
道
具
は
、
金
物
、
木
、
布
、
紙
な
ど
、
ど
れ
も
天
然
素
材
で
あ
っ

た
。
金
物
は
煮
と
か
せ
ば
何
度
で
も
再
生
が
き
き
、
そ
れ
以
外
の
物
は
最
終
的
に

植
物
性
の
き
れ
い
な
灰
と
な
っ
た
。
ま
め
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
す
る
江
戸
の
心
が
け

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
道
具
を
は
じ
め
と
す
る
身
の
回
り
の
物
が

す
べ
て
再
利
用
で
き
る
素
材
で
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
今
と
の
大
き
な
違

い
で
あ
ろ
う
。

物
に
囲
ま
れ
、
豊
か
で
便
利
な
時
代
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
一
応
半
世
紀
の
平

和
の
中
に
い
る
。
二
世
紀
の
平
和
を
保
っ
た
江
戸
時
代
の
よ
う
に
、
あ
と
二
百
年

後
の
子
孫
た
ち
は
、
今
の
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
ど
う
見
る
の
だ
ろ
う
か
。
逆

に
江
戸
っ
子
た
ち
が
、
こ
ち
ら
の
側
の
生
活
を
の
ぞ
い
た
な
ら
ば
、
電
気
や
、
飛

行
機
な
ど
の
現
代
の
便
利
な
機
器
を
う
ら
や
ま
し
が
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な

想
像
が
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。

二
百
年
前
の
江
戸
の
暮
ら
し
を
ほ
ん
の
一
部
だ
け
の
ぞ
い
て
み
た
。
江
戸
っ
子

た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、
物
が
あ
ふ
れ
る
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
比
較
し
て
み
る

と
「
豊
か
」
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

、
長
屋
暮
ら
し
と
い
う
自
分
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
物
を

大
切
に
し
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
活
し
て
い
く
共
同
意
識
を
も
っ
て
い
た
江

戸
っ
子
た
ち
の
暮
ら
し
に
は
、
「
心
の
豊
か
さ
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

過
去
か
ら
現
代
、
そ
し
て
未
来
へ
と
暮
ら
し
は
変
化
し
て
い
く
が
、
人
々
の
心

は
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
の
生
活
の
中
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
今
の
わ
た
し

た
ち
の
「
物
の
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、

と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
な
「
心
の
豊
か
さ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑴

―

線
①
「
江
戸
時
代
の
道
具
は
、
金
物
、
木
、
布
、
紙
な
ど
、
ど
れ
も
天
然

素
材
で
あ
っ
た
」
が
、
意
味
す
る
こ
と
を
、
「
・
・
・
と
い
う
こ
と
」
に
続
く
形

で
、
文
章
中
か
ら
二
十
五
字
で
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

⑵

に
入
る
言
葉
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

ア

だ
か
ら

イ

し
か
し

ウ

し
か
も

エ

な
ぜ
な
ら

①

② ①



江
戸
時
代
の
道
具
は
、
金
物
、
木
、
布
、
紙
な
ど
、
ど
れ
も
天
然
素
材
で

あ
っ
た
。
金
物
は
煮
と
か
せ
ば
何
度
で
も
再
生
が
き
き
、
そ
れ
以
外
の
物
は
最

終
的
に
植
物
性
の
き
れ
い
な
灰
と
な
っ
た
。
ま
め
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
す
る
江
戸

の
心
が
け
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
道
具
を
は
じ
め
と
す
る
身
の

回
り
の
物
が
す
べ
て
再
利
用
で
き
る
素
材
で
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
今

と
の
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
。

物
に
囲
ま
れ
、
豊
か
で
便
利
な
時
代
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
一
応
半
世
紀
の

平
和
の
中
に
い
る
。
二
世
紀
の
平
和
を
保
っ
た
江
戸
時
代
の
よ
う
に
、
あ
と
二

百
年
後
の
子
孫
た
ち
は
、
今
の
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
ど
う
見
る
の
だ
ろ
う

か
。
逆
に
江
戸
っ
子
た
ち
が
、
こ
ち
ら
の
側
の
生
活
を
の
ぞ
い
た
な
ら
ば
、
電

気
や
、
飛
行
機
な
ど
の
現
代
の
便
利
な
機
器
を
う
ら
や
ま
し
が
る
だ
ろ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
想
像
が
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。

二
百
年
前
の
江
戸
の
暮
ら
し
を
ほ
ん
の
一
部
だ
け
の
ぞ
い
て
み
た
。
江
戸
っ

子
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、
物
が
あ
ふ
れ
る
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
比
較
し
て

み
る
と
「
豊
か
」
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

、
長
屋
暮
ら
し
と
い
う
自
分
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
物

を
大
切
に
し
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
活
し
て
い
く
共
同
意
識
を
も
っ
て
い
た

江
戸
っ
子
た
ち
の
暮
ら
し
に
は
、
「
心
の
豊
か
さ
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。過

去
か
ら
現
代
、
そ
し
て
未
来
へ
と
暮
ら
し
は
変
化
し
て
い
く
が
、
人
々
の

心
は
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
の
生
活
の
中
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
今
の
わ

た
し
た
ち
の
「
物
の
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

同
時
に
、
と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
な
「
心
の
豊
か
さ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑶

―

線
②
「
物
に
囲
ま
れ
、
豊
か
で
便
利
な
時
代
」
と
あ
り
ま
す
が
、

Ａ

こ
の
よ
う
な
時
代
の
、
「
豊
か
さ
」
を
、
筆
者
は
何
と
表
現
し
て
い
ま
す

か
。
文
章
中
か
ら
五
字
で
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

Ｂ

Ａ
と
対
照
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
江
戸
っ
子
た
ち
の
暮
ら
し
に

つ
い
て
表
現
し
た
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
五
字
で
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

②
①



「
江
戸
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
さ
ら
に
詳
し
読
み
込
み
ま
し
ょ
う
。

【
解
答
】

江
戸
時
代
の
道
具
は
、
金
物
、
木
、
布
、
紙
な
ど
、
ど
れ
も
天
然
素
材
で
あ
っ
た
。

金
物
は
煮
と
か
せ
ば
何
度
で
も
再
生
が
き
き
、
そ
れ
以
外
の
物
は
最
終
的
に
植
物

性
の
き
れ
い
な
灰
と
な
っ
た
。
ま
め
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
す
る
江
戸
の
心
が
け
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
道
具
を
は
じ
め
と
す
る
身
の
回
り
の
物
が
す
べ

て
再
利
用
で
き
る
素
材
で
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
今
と
の
大
き
な
違
い
で

あ
ろ
う
。

物
に
囲
ま
れ
、
豊
か
で
便
利
な
時
代
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
一
応
半
世
紀
の
平

和
の
中
に
い
る
。
二
世
紀
の
平
和
を
保
っ
た
江
戸
時
代
の
よ
う
に
、
あ
と
二
百
年

後
の
子
孫
た
ち
は
、
今
の
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
ど
う
見
る
の
だ
ろ
う
か
。
逆

に
江
戸
っ
子
た
ち
が
、
こ
ち
ら
の
側
の
生
活
を
の
ぞ
い
た
な
ら
ば
、
電
気
や
、
飛

行
機
な
ど
の
現
代
の
便
利
な
機
器
を
う
ら
や
ま
し
が
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な

想
像
が
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。

二
百
年
前
の
江
戸
の
暮
ら
し
を
ほ
ん
の
一
部
だ
け
の
ぞ
い
て
み
た
。
江
戸
っ
子

た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、
物
が
あ
ふ
れ
る
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
比
較
し
て
み
る

と
「
豊
か
」
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

、
長
屋
暮
ら
し
と
い
う
自
分
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
物
を

大
切
に
し
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
活
し
て
い
く
共
同
意
識
を
も
っ
て
い
た
江

戸
っ
子
た
ち
の
暮
ら
し
に
は
、
「
心
の
豊
か
さ
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

過
去
か
ら
現
代
、
そ
し
て
未
来
へ
と
暮
ら
し
は
変
化
し
て
い
く
が
、
人
々
の
心

は
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
の
生
活
の
中
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
今
の
わ
た
し

た
ち
の
「
物
の
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、

と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
な
「
心
の
豊
か
さ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑴

―

線
①
「
江
戸
時
代
の
道
具
は
、
金
物
、
木
、
布
、
紙
な
ど
、
ど
れ
も
天
然
素

材
で
あ
っ
た
」
が
、
意
味
す
る
こ
と
を
、
「
・
・
・
と
い
う
こ
と
」
に
続
く
形
で
、

文
章
中
か
ら
二
十
五
字
で
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

身
の
回
り
の
物
が
す
べ
て
再
利
用
で
き
る
素
材
で
作
ら
れ
て
い
た

⑵

に
入
る
言
葉
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

ア

だ
か
ら

イ

し
か
し

ウ

し
か
も

エ

な
ぜ
な
ら

②
①

〇



江
戸
時
代
の
道
具
は
、
金
物
、
木
、
布
、
紙
な
ど
、
ど
れ
も
天
然
素
材
で

あ
っ
た
。
金
物
は
煮
と
か
せ
ば
何
度
で
も
再
生
が
き
き
、
そ
れ
以
外
の
物
は
最

終
的
に
植
物
性
の
き
れ
い
な
灰
と
な
っ
た
。
ま
め
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
す
る
江
戸

の
心
が
け
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
道
具
を
は
じ
め
と
す
る
身
の

回
り
の
物
が
す
べ
て
再
利
用
で
き
る
素
材
で
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
今

と
の
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
。

物
に
囲
ま
れ
、
豊
か
で
便
利
な
時
代
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
一
応
半
世
紀
の

平
和
の
中
に
い
る
。
二
世
紀
の
平
和
を
保
っ
た
江
戸
時
代
の
よ
う
に
、
あ
と
二

百
年
後
の
子
孫
た
ち
は
、
今
の
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
ど
う
見
る
の
だ
ろ
う

か
。
逆
に
江
戸
っ
子
た
ち
が
、
こ
ち
ら
の
側
の
生
活
を
の
ぞ
い
た
な
ら
ば
、
電

気
や
、
飛
行
機
な
ど
の
現
代
の
便
利
な
機
器
を
う
ら
や
ま
し
が
る
だ
ろ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
想
像
が
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。

二
百
年
前
の
江
戸
の
暮
ら
し
を
ほ
ん
の
一
部
だ
け
の
ぞ
い
て
み
た
。
江
戸
っ

子
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、
物
が
あ
ふ
れ
る
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
比
較
し
て

み
る
と
「
豊
か
」
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

、
長
屋
暮
ら
し
と
い
う
自
分
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
物

を
大
切
に
し
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
活
し
て
い
く
共
同
意
識
を
も
っ
て
い
た

江
戸
っ
子
た
ち
の
暮
ら
し
に
は
、
「
心
の
豊
か
さ
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。過

去
か
ら
現
代
、
そ
し
て
未
来
へ
と
暮
ら
し
は
変
化
し
て
い
く
が
、
人
々
の

心
は
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
の
生
活
の
中
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
今
の
わ

た
し
た
ち
の
「
物
の
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

同
時
に
、
と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
な
「
心
の
豊
か
さ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑶

―

線
②
「
物
に
囲
ま
れ
、
豊
か
で
便
利
な
時
代
」
と
あ
り
ま
す
が
、

Ａ

こ
の
よ
う
な
時
代
の
、
「
豊
か
さ
」
を
、
筆
者
は
何
と
表
現
し
て
い
ま
す

か
。
文
章
中
か
ら
五
字
で
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

Ｂ

Ａ
と
対
照
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
江
戸
っ
子
た
ち
の
暮
ら
し
に

つ
い
て
表
現
し
た
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
五
字
で
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

物

の

豊

か

さ

心

の

豊

か

さ

②
①



江
戸
の
知
恵
を
今
の
時
代
に
生
か
せ
る
こ
と
は
何
か
考
え
よ
う
。

江
戸
っ
子
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
改
め
て
説
明
し
、
そ
れ
を
今
の
時
代

に
生
か
せ
る
こ
と
は
何
か
考
え
、
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
例
】

・
修
繕
専
門
の
振
り
売
り
「
直
し
屋
」

・
江
戸
の
基
本
理
念
は
「
も
っ
た
い
な
い
」

・
購
入
す
る
と
き
は
三
度
考
え
て
か
ら

・
物
の
形
が
な
く
な
る
ま
で
修
繕
を
く
り
返
し
て
使
う
。

・
な
べ
・
浴
衣
・
下
駄
の
リ
サ
イ
ク
ル

・
最
後
に
残
っ
た
灰
の
利
用

・
江
戸
時
代
の
道
具
は
ど
れ
も
天
然
素
材
。

江
戸
の
人
々
は
、
ほ
と
ん
ど
の
家
財
道
具
が
一
生
使
う
も
の
で
あ
っ
た
の

で
、
ご
み
と
し
て
捨
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
も
っ
た
い
な
い
」
が
江

戸
の
人
々
の
基
本
理
念
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
様
々
な
物
を
ご
み
と
せ
ず

最
後
ま
で
使
い
切
っ
た
。
た
と
え
ば
、

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

今
、
わ
た
し
た
ち
は
使
え
な
く
な
っ
た
と
簡
単
に
考
え
て
捨
て
て
し
ま
い
、

再
利
用
な
ど
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
江
戸
っ
子
が
直
し
て
使
っ
て
い
た
な
べ

を
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
な
が
空
け
ば
す
て
て
し
ま
う
。
ふ
た
が
こ
わ
れ
た
だ

け
で
も
捨
て
て
し
ま
う
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



辞
典
を
利
用
し
よ
う

わ
た
し
た
ち
は
毎
日
た
く
さ
ん
の
言
葉
に
出
会
う
。
そ
の
中
に
は
、

そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
言
葉
や
意
味
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
言
葉
、
い
い
な
と
感
じ

る
言
葉
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
に
出
会
っ
た
ら
、
メ
モ
し
て
お
こ
う
。
意
味

や
用
例
を
国
語
辞
典
・
漢
和
辞
典
で
し
ら
べ
、
そ
の
と
き
気
づ
い
た
こ
と
を
記
し
て

お
く
と
、
自
分
だ
け
の
「
言
葉
の
記
録
」
が
で
き
る
。

お

桜
桃
（
お
う
と
う
）

〔
意
味
〕
バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属
の
落
葉
樹
。

花
は
桜
に
似
て
い
る
。
実
は
さ
く
ら
ん
ぼ
。

〔
メ
モ
〕
夏
の
季
語
。

「
桜
桃
忌
」
毎
年
六
月
十
九
日
。
作
家
の
太
宰
治
を
し
の
ぶ

日
。
死
の
直
前
の
名
作
「
桜
桃
」
と
桜
桃
の
季
節
で
あ
る
こ
と

に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
。

１
．
国
語
辞
典
に
は
、
慣
用
的
な
言
い
回
し
と
そ
の
意
味
も
載
っ
て
い
る
。

（

）
の
中
に
は
目
・
歯
・
口
の
ど
の
言
葉
が
入
る
か
調
べ
ま
し
ょ
う
。

①
（

）
が
回
る
よ
う
な
い
そ
が
し
さ
で
、
余
裕
が
な
い
。

②
彼
は
（

）
が
固
い
こ
と
で
定
評
が
あ
る
。

③
面
目
な
い
が
、
妹
に
は
（

）
が
立
た
な
い
。

２
．
新
聞
・
テ
レ
ビ
の
報
道
な
ど
で
見
た
り
聞
い
た
り
す
る―

線
の
言
葉
に
つ

い
て
、
読
み
方
と
意
味
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。

①
世
論
調
査
が
行
わ
れ
る
。

②
容
疑
に
対
し
て
釈
明
す
る
。

③
収
入
の
有
無
を
申
告
す
る
。

④
事
件
の
迷
宮
入
り
が
危
ぶ
ま
れ
る
。

⑤
国
際
貢
献
が
必
要
だ
。

⑥
国
会
の
承
認
を
得
る
。

⑦
委
員
に
任
命
さ
れ
る
。

《
新
し
い
漢
字
》

余
裕

釈
明

貢
献

《
新
出
音
訓
》

面
目

有
無

申
告

迷
宮

危
ぶ
ま
れ
る

せ
ろ
ん
：
世
間
の
人
の
考
え
や
意
見
。

し
ゃ
く
め
い
：
自
分
の
立
場
や
、
事
の
成
り
行
き
を
、

人
に
よ
く
説
明
し
て
、
分
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
。

し
ん
こ
く
：
役
所
に
申
し
出
る
こ
と
。

め
い
き
ゅ
う
い
り
：
事
件
の
本
当
の
様
子
・

犯
人
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
。

こ
う
け
ん
：
た
め
に
な
る
仕
事
を
し
て
、
つ
く
す
こ
と
。

し
ょ
う
に
ん
：
よ
い
と
認
め
て
許
す
こ
と
。

に
ん
め
い
：
あ
る
役
目
に
つ
く
よ
う
に
命
令
す
る
こ
と
。

き

だ
ざ
い
お
さ
む

ユ
ウ

シ
ャ
ク

コ
ウ

ボ
ク

ウ

シ
ン

メ
イ

あ
や

５

目

口

歯



３
．
次
の―

線
の
漢
字
の
部
首
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。

①
海
岸
に
出
る
と
、
岬
に
あ
る
灯
台
が
み
え
た
。

②
老
朽
化
し
た
建
物
を
、
本
格
的
に
改
装
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

③
早
速
。
み
ん
な
で
草
刈
り
の
仕
事
を
分
担
し
た
。

④
こ
の
泉
に
は
、
清
浄
な
水
が
わ
い
て
い
る
。

⑤
平
素
は
無
縁
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
い
始
め
た
。

⑥
主
人
公
の
哀
れ
な
運
命
に
同
情
を
寄
せ
る
。

⑦
こ
の
仁
王
像
に
は
、
昔
の
人
の
技
術
が
生
き
て
い
る
。

⑧
彼
の
口
か
ら
機
関
銃
の
よ
う
に
言
葉
が
飛
び
出
し
た
。

そ
れ
は
ど
れ
も
鋭
い
指
摘
だ
っ
た
。

４
．
次
の―

線
の
漢
字
は
、
例
文
と
（

）
内
の
熟
語
で
読
み
方
が
異
な
る
。

読
み
方
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。

①
一
年
で
昼
が
い
ち
ば
ん
長
い
の
は
、
夏
至
で
あ
る
。
（
夏
季
）

②
こ
の
町
は
街
道
沿
い
に
発
達
し
た
。
（
街
頭
）

③
腕
の
静
脈
に
注
射
を
打
つ
。
（
安
静
）

④
そ
の
新
薬
の
開
発
は
、
病
気
に
苦
し
む
人
へ
の
福
音
と
な
っ
た
。
（
音
楽
）

⑤
七
五
三
で
参
宮
す
る
人
々
を
取
材
し
た
。
（
王
宮
）

⑥
京
浜
地
区
に
住
む
。
（
上
京
）

⑦
お
正
月
に
は
、
義
兄
に
あ
い
さ
つ
に
行
く
。
（
兄
弟
）
知
己

⑧
十
数
年
来
の
知
己
に
会
う
。
（
自
己
）

⑨
こ
れ
は
極
上
の
品
物
だ
。
（
極
限
）

⑩
淡
黄
色
の
美
し
い
花
が
咲
い
て
い
る
。
（
黄
金
）

⑪
彼
の
門
弟
に
な
っ
た
。
（
兄
弟
）

⑫
な
く
し
た
書
類
を
血
眼
の
な
っ
て
さ
が
し
た
。
（
眼
力
）

《
新
し
い
漢
字
》

《
新
出
音
訓
》

岬

老
朽
化

刈
る

清
浄

無
縁

哀
れ

機
関
銃

淡
黄
色

早
速

仁
王
像

や
ま
へ
ん
／
や
ま
か
ん
む
り

き
へ
ん

か
ね
へ
ん

り
っ
と
う
／
か
た
な

み
ず
（
し
た
み
ず
／
さ
ん
ず
い
）

く
ち
へ
ん

い
と
へ
んに

ん
べ
ん

げ

か

か
い

が
い

だ
い

お
ん

い
ん

せ
い

じ
ょ
う

き
ょ
う

き
ゅ
う

ぐ
う

け
い

き
ょ
う

け
い

こ

お
う

ご
く

き
ょ
く

こ
う

き

て
い

が
ん

ま
な
こ

み
さ
き

キ
ュ
ウ

か

ジ
ョ
ウ

エ
ン

あ
わ

ジ
ュ
ウ

タ
ン

サ
ッ

ニ

６



⑬
氏
神
様
の
お
祭
り
に
参
加
す
る
。
（
氏
名
）

⑭
今
度
の
休
日
は
、
渓
谷
に
遊
び
に
行
く
。
（
谷
間
）

⑮
字
の
付
く
住
所
を
調
べ
る
。
（
活
字
）

⑯
こ
の
地
域
に
は
河
川
が
多
い
。
（
川
岸
）

⑰
講
師
の
話
で
、
会
場
が
学
び
の
園
に
な
っ
た
。
（
公
園
）

⑱
彼
の
毒
舌
に
は
参
っ
た
。
（
舌
先
）

５
．
次
の
①
～
⑥
は
、
（

）
の
中
の
ど
ち
ら
の
漢
字
を
使
う
の
が
正
し
い

で
し
ょ
う
か
、
調
べ
ま
し
ょ
う
。

①
御
飯
が
（
蒸
・
群
）
れ
る
の
を
待
つ
。

②
強
引
に
彼
女
を
代
表
者
に
（
推
・
押
）
す
。

③
作
家
が
本
を
（
著
・
表
）
す
。

④
は
さ
み
で
布
地
を
（
絶
・
裁
）
つ
。

⑤
交
差
点
で
多
く
の
人
が
行
き
（
交
・
買
）
う
。

⑥
話
題
の
健
康
法
の
特
集
に
ペ
ー
ジ
を
（
咲
・
割
）
く
。

国
語
辞
典

国
語
辞
典
で
は
、
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
、
漢
字
で
の
書
き
表
し
方
な
ど
を

調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
の
並
べ
ら
れ
た
順
を
て
が
か
り
に
、
見
当
を
つ

け
て
か
ら
ペ
ー
ジ
を
開
く
な
ど
し
て
、
言
葉
を
早
く
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し

よ
う
。
幾
つ
か
の
言
葉
を
比
較
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
い
お
り
や
、
付
せ
ん
紙

を
利
用
し
て
目
印
に
す
る
と
よ
い
。
ま
た
、
引
い
た
言
葉
に
印
を
つ
け
て
お
く

と
、
学
習
の
跡
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
。

漢
和
辞
典

漢
和
辞
典
（
漢
字
辞
典
）
で
は
、
漢
字
の
読
み
方
・
成
り
立
ち
・
意
味
な
ど

の
ほ
か
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
の
意
味
や
読
み
方
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
読
み
方
が
分
か
る
漢
字
は
音
訓
索
引
で
調
べ
ら
れ
る
。
読
み
方
が
わ
か
ら

な
い
漢
字
や
、
同
じ
読
み
方
が
多
い
漢
字
は
、
総
画
索
引
や
部
首
索
引
を
利
用

し
て
調
べ
る
。
部
首
な
ど
の
知
識
は
、
漢
和
辞
典
を
使
い
慣
れ
る
こ
と
で
身
に

つ
い
て
い
く
の
で
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
漢
字
を
引
い
て
み
よ
う
。

《
新
出
音
訓
》

蒸
す

強
引

推
す

著
す

裁
つ

行
き
交
う

割
く

じ

あ
ざ

た
に

こ
く

し

う
じ

ぜ
つ

か
わ

そ
の

せ
ん

〇

〇

〇

〇

〇

〇

む

ゴ
ウ

お

あ
ら
わ

た

か

さ

７

え
ん

し
た

い
く

ひ
か
く

あ
と

さ
く
い
ん



新
出
漢
字

書
い
て
覚
え
な
さ
い
。

余
裕

釈
明

貢
献

岬老
朽
化

刈
る

清
浄

無
縁

哀
れ

機
関
銃

ユ
ウ

キ
ュ
ウ

シ
ャ
クエ

ン

あ
わ

か

ジ
ュ
ウ

ジ
ョ
ウ

み
さ
き

こ
う



新
出
漢
字

新
出
音
訓

書
い
て
覚
え
な
さ
い
。

淡
黄
色

面
目

有
無

申
告

迷
宮

危
ぶ
ま
れ
る

早
速

仁
王
像

夏
至

街
道

静
脈

福
音

参
宮

京
浜

義
兄

知
己

極
上

淡
黄
色

ボ
ク

ウシ
ン

メ
イ

あ
や

サ
ッ

ニゲカ
イ

ジ
ョ
ウイ

ン
グ
ウ

ケ
イ

ケ
イ

ゴ
ク

コ
ウ キ

タ
ン
コ
ウ



血
眼

氏
神
様

渓
谷

字河
川

学
の
園

毒
舌

蒸
す

強
引

推
す

著
す

裁
つ

行
き
交
う

割
く

ま
な
こ

ウ
ジ

コ
ク

あ
ざ

セ
ン

そ
の

ゼ
ツ

むゴ
ウ

おあ
ら
わ

た

か

さ



漢
字
の
学
習

⑴

忙
し
く
て
余
裕
が
な
い
。

⑵

容
疑
に
対
し
て
釈
明
す
る
。

⑶

国
際
貢
献
が
必
要
だ
。

⑷

岬
に
灯
台
が
あ
る
。

⑸

老
朽
化
し
た
建
物
。

⑹

草
刈
り
の
仕
事
。

⑺

清
浄
な
水
が
わ
い
て
い
る
。

⑻

無
縁
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
う
。

⑼

哀
れ
な
運
命
。

⑽

機
関
銃
の
よ
う
に
言
葉
を
あ
び
せ
る
。

⑾

淡
黄
色
の
美
し
い
花
。

よ
ゆ
う

し
ゃ
く
め
い

こ
う
け
ん

み
さ
き

ろ
う
き
ゅ
う
か

か
り

せ
い
じ
ょ
う

む
え
ん

あ
わ
れき

か
ん
じ
ゅ
う

た
ん
こ
う
し
ょ
く



漢
字
の
学
習

《
新
音
訓
の
漢
字
》

面
目

有
無

申
告

迷
宮

危
ぶ
ま
れ
る

早
速

仁
王
像

夏
至

街
道

静
脈

福
音

参
宮

京
浜

義
兄

め
ん
ぼ
く

う
む

し
ん
こ
く

め
い
き
ゅ
う

あ
や
ぶ
ま
れ
る

さ
っ
そ
く

に
お
う
ぞ
う

げ
し

か
い
ど
う

じ
ょ
う
み
ゃ
く

ふ
く
い
ん

さ
ん
ぐ
う

け
い
ひ
ん

ぎ
け
い



知
己

極
上

血
眼

氏
神
様

渓
谷

字河
川

学
の
園

毒
舌

蒸
す

強
引

推
す

著
す

裁
つ

行
き
交
う

割
く

ち
き

ご
く
じ
ょ
う

ち
ま
な
こ

う
じ
が
み
さ
ま

け
い
こ
く

あ
ざ

か
せ
ん

ま
な
び
の
そ
の

ど
く
ぜ
つ

む
す

ご
う
い
ん

お
す

あ
ら
わ
す

た
つ

い
き
か
う

さ
く



宿
題次

回
の
授
業
ま
で
に
や
る
勉
強
で
す
。

１
．
漢
字

新
し
い
漢
字
の
練
習
を
し
ま
し
ょ
う
。

２
．
音
読

「
江
戸
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

「
読
書
案
内
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

３
．
辞
典
を
利
用
し
よ
う

「
辞
典
を
利
用
し
よ
う
」
の
復
習
し
ま
し
ょ
う
。
言
い
回

し
・
読
み
方
・
意
味
・
部
首
な
ど
、
問
題
に
従
っ
て
も
う
一

度
見
直
し
ま
し
ょ
う
。



お知らせ

１．質問があったら、メールをください。すぐお返事します。

２．自分が書いた文章を見てもらいたいときはメールで送って

くれれば、直して送り返します。

❖ メールアドレスは、 Akiko@JPNClass.com です。

❖ このビデオのスライドはWebページ http://JPNClass.com から

ダウンロードや印刷ができます。

JPN Class
Online school –日本語で学ぼう

mailto:Akiko@JPNClass.com
http://jpnclass.com/


中
学国

語
一
年

年
間
学
習
表

JPN Class
Online school –日本語で学ぼう



身
に
つ
け
た
い
力

７月 ６月 ５月 ４月

発
見
し
た
こ
と
を
伝
え

よ
う

ス
ピ
ー
チ
の
構
成
を
考

え
、
メ
モ
を
も
と
に
ス

ピ
ー
チ
を
し
よ
う
。

野
原
は
う
た
う

好
き
な
詩
を
、
登
場
す

る
生
き
物
の
気
持
ち
に

な
っ
て
朗
読
し
よ
う
。

一
年
間
の
学
習
を
通
し

て先
生
の
話
を
聞
き
、
学

習
を
進
め
よ
う
。

話
す
／
聞
く

文
章
の
推
敲
と
原
稿
用

紙
の
使
い
方

推
敲
の
ポ
イ
ン
ト
と
原

稿
用
紙
の
う
え
で
の
推

敲
の
仕
方
を
知
ろ
う
。

原
稿
用
紙
の
決
ま
り
を

確
か
め
よ
う
。

情
報
を
文
章
に
ま
と
め

よ
う

自
分
の
身
の
回
り
の
こ

と
に
つ
い
て
、
情
報
を

集
め
、
文
章
に
ま
と
め

よ
う
。

発
見
し
た
こ
と
を
伝
え

よ
う

ス
ピ
ー
チ
の
構
成
を
考

え
、
ス
ピ
ー
チ
メ
モ
を

書
こ
う
。

野
原
は
う
た
う

自
分
の
好
き
な
生
き
物

を
選
ん
で
、
詩
を
作
ろ

う
。

新
聞
記
事

記
事
の
要
約
を
し
、
記

事
に
対
す
る
自
分
の
意

見
や
感
想
を
書
こ
う
。

書
く

光
と
風
か
ら
も
ら
っ
た

贈
り
物

筆
者
が
「
高
原
」
の
ど

ん
な
と
こ
ろ
に
、
言
葉

の
豊
か
さ
を
感
じ
て
い

る
か
を
と
ら
え
よ
う
。

ク
ジ
ラ
た
ち
の
声

ク
ジ
ラ
の
情
報
伝
達
に

関
す
る
二
つ
の
問
い
を

お
さ
え
、
音
の
役
割
、

海
中
で
の
情
報
伝
達
に

音
が
最
適
で
あ
る
理
由

を
つ
か
も
う
。

ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ

て各
図
の
説
明
を
通
し
て
、

も
の
の
見
方
に
つ
い
て
、

筆
者
が
述
べ
て
い
る
こ

と
を
と
ら
え
よ
う
。

野
原
は
う
た
う

作
者
が
生
き
物
の
姿
に

ど
ん
な
思
い
を
感
じ
て

い
る
か
を
、
読
み
取
ろ

う
。

に
じ
の
見
え
る
橋

少
年
の
行
動
や
心
情
に

着
目
し
、
に
じ
を
見
る

前
と
あ
と
の
気
持
ち
の

変
化
を
と
ら
え
よ
う
。

新
聞
記
事

新
聞
記
事
を
読
も
う
。

読
む

混
同
し
や
す
い
漢
字

形
が
似
て
い
た
り
音
が

同
じ
で
あ
っ
た
り
す
る

漢
字
を
知
り
、
間
違
え

て
使
わ
な
い
よ
う
に
気

を
つ
け
よ
う
。

言
葉
の
単
位

文
節
や
単
語
に
区
切
る

方
法
を
知
ろ
う
。

漢
字
の
組
み
立
て
と
部

首漢
字
の
部
分
の
よ
び
名

と
表
す
も
の
を
覚
え
よ

う
。

話
し
言
葉
と
書
き
言
葉

話
し
言
葉
と
書
き
言
葉

の
違
い
を
お
さ
え
よ
う
。

言
葉



１２月
（冬休み＝授業は3回）

１１月 １０月 ９月 ８月

い
ろ
は
歌

仮
名
の
み
の
原
文
を
、

古
文
の
調
子
に
の
っ
て

読
み
、
聞
い
て
も
ら
お

う
。 話

す
／
聞
く

未
来
を
ひ
ら
く
微
生
物

環
境
問
題
に
つ
い
て
課

題
を
見
つ
け
、
レ
ポ
ー

ト
に
ま
と
め
よ
う
。

大
人
に
な
れ
な
か
っ
た

弟
た
ち
に
・
・
・

心
に
残
っ
た
こ
と
、
自

分
の
生
活
と
比
べ
て
ど

ん
な
こ
と
を
考
え
た
の

か
、
感
想
文
を
書
こ
う
。

手
紙
を
書
こ
う

手
紙
の
形
式
を
知
り
、

目
的
や
相
手
を
考
え
、

手
紙
が
書
け
る
よ
う
に

な
ろ
う
。

さ
つ
き

読
み
取
っ
た
内
容
を
、

自
分
自
身
の
体
験
と
重

ね
て
感
想
を
書
こ
う
。

読
書
記
録

読
ん
だ
本
の
読
書
記
録

を
書
い
て
残
そ
う
。

書
く

未
来
を
ひ
ら
く
微
生
物

自
然
の
仕
組
み
の
中
で
、

微
生
物
の
働
き
が
、
環

境
問
題
の
解
決
ど
の
よ

う
に
利
用
さ
れ
て
い
る

の
か
読
み
取
ろ
う
。

い
ろ
は
歌

古
文
の
言
葉
の
響
き
や

調
子
に
読
み
慣
れ
よ
う
。

蓬
莱
の
玉
の
枝

古
典
に
対
す
る
興
味
や

関
心
を
も
っ
て
読
も
う
。

今
に
生
き
る
言
葉

漢
文
独
特
の
言
い
回
し

に
慣
れ
よ
う
。
「
矛

盾
」
が
ど
ん
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
ど
ん
な
意

味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
確
か
め
よ

う
。

大
人
に
な
れ
な
か
っ
た

弟
た
ち
に
・
・
・

表
現
に
着
目
し
、
登
場

人
物
の
心
情
や
作
者
の

思
い
を
読
み
取
ろ
う
。

麦
わ
ら
帽
子

麦
わ
ら
帽
子
や
カ
モ
メ

に
対
す
る
マ
キ
の
気
持

ち
と
、
そ
の
移
り
変
わ

り
を
読
み
取
ろ
う
。

さ
つ
き

助
け
を
呼
び
に
走
る
場

面
や
、
助
か
っ
た
正
作

を
見
上
げ
る
場
面
の
、

惇
の
胸
中
を
表
す
言
葉

に
注
目
し
て
読
も
う
。

読
む

文
の
組
み
立
て

文
の
成
分
の
そ
れ
ぞ
れ

の
働
き
や
、
文
節
ど
う

し
の
関
係
を
理
解
し
よ

う
。

古
典
の
言
葉

文
語
と
口
語
の
違
い
を

考
え
よ
う
。

漢
字
の
音
訓

音
と
訓
そ
れ
ぞ
れ
の
読

み
方
と
、
意
味
を
考
え

よ
う
。

漢
字
四
字
の
熟
語

漢
字
四
字
の
意
味
を
お

さ
え
よ
う
。

漢
語
・
和
語
・
外
来
語

漢
語
・
和
語
・
外
来
語

の
分
類
が
で
き
る
よ
う

に
な
ろ
う
。

言
葉

ほ
う
ら
い



３月 ２月 １月
（冬休み＝授業は3回）

心
に
残
る
思
い
で

読
み
手
の
興
味
を
引

く
よ
う
に
、
発
表
し

よ
う
。

話
す
／
聞
く

言
葉
を
調
べ
よ
う

言
葉
に
つ
い
て
の
課

題
を
調
べ
、
資
料
に

ま
と
め
る
。

心
に
残
る
思
い
で

今
ま
で
の
経
験
で
、

自
分
が
成
長
し
た
と

思
え
る
こ
と
や
、
変

わ
っ
た
と
思
う
こ
と

を
思
い
出
し
て
、
文

章
に
ま
と
め
よ
う
。

江
戸
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ

江
戸
の
知
恵
を
今
の

時
代
に
生
か
せ
る
こ

と
は
何
か
考
え
、
そ

れ
を
ま
と
め
よ
う
。

書
く

大
仏
様
は
「
に
っ
こ

り
」
し
て
い
ま
す

外
国
研
究
者
と
の
会

話
を
通
し
て
、
説
明

さ
れ
て
い
る
日
本
語

の
特
色
を
読
み
取
ろ

う
。

胸
の
底
の
人
と
言
葉
た

ち人
や
言
葉
と
の
出
会

い
を
読
み
取
り
、
筆

者
が
わ
た
し
た
ち
に

願
う
こ
と
は
何
か
を

考
え
よ
う
。

少
年
の
日
の
思
い
出

登
場
人
物
の
心
情
の

移
り
変
わ
り
を
と
ら

え
、
生
き
方
を
考
え

よ
う
。

江
戸
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジリ
サ
イ
ク
ル
を
徹
底

し
た
江
戸
っ
子
の
生

活
と
、
そ
こ
か
ら
導

か
れ
た
筆
者
の
主
張

を
つ
か
も
う
。

読
む

〈
一
年
生
の
漢
字
〉

一
年
生
で
習
っ
た
漢

字
の
復
習
を
し
よ
う
。

漢
字
の
成
り
立
ち

漢
字
の
成
り
立
ち
を

お
さ
え
、
成
り
立
ち

で
意
味
や
読
み
を
類

推
で
き
る
こ
と
を
知

ろ
う
。

指
示
す
る
語
句
と
接

続
す
る
語
句

指
示
す
る
語
句
と
接

続
す
る
語
句
の
種
類

や
用
法
を
理
解
し
よ

う
。

辞
典
を
活
用
し
よ
う

国
語
辞
典
、
漢
和
辞

典
の
の
使
い
方
を
知

り
、
実
際
に
様
々
な

言
葉
を
調
べ
よ
う
。

言
葉


