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学
習
を
始
め
る
前
に

①
必
ず
用
意
し
て
く
だ
さ
い

・
ノ
ー
ト

（
学
習
し
や
す
い
よ
う
に
、
漢
字
の
ノ
ー
ト
と
国
語
の
ノ
ー

ト
を
分
け
る
な
ど
工
夫
を
す
る
こ
と
。
）

・
筆
記
用
具
（
赤
ペ
ン
も
用
意
す
る
こ
と
。
）

②
注
意

・
大
事
だ
と
思
う
と
こ
ろ
は
ノ
ー
ト
に
書
い
て
く

だ
さ
い
。

・
こ
の
ビ
デ
オ
で
使
っ
て
い
る
ス
ラ
イ
ド
を
印
刷

し
た
い
人
は
、
最
後
の
お
知
ら
せ
を
見
て
く
だ

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
従
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
す
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

工
夫
を
く
だ
さ
い
。



先
週
の
宿
題
か
ら

１
．
漢
字

新
し
く
習
っ
た
漢
字
の
復
習
を
し
ま
し
ょ
う
。

文
で
書
け
る
よ
う
に
、
新
出
漢
字
以
外
の
漢
字
も
復
習
の

た
め
練
習
し
ま
し
ょ
う
。

２
．
音
読

「
い
ろ
は
歌
」
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

３
．
仮
名
遣
い
の
違
い
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

《
現
代
の
文
章
と
古
典
の
文
章
と
で
は
、
言
葉
遣
い
の
う

え
で
異
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」

の
中
か
ら
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。
》

例
：
い
ふ
も
の

ー

い
う
も
の

使
ひ
け
り

ー

使
い
け
り

い
ひ
け
る

ー

い
い
け
る

思
ひ
て

ー

思
い
て

よ
そ
ほ
ひ

ー

よ
そ
お
い

問
ふ

ー

問
う

答
へ
て

ー

答
え
て



漢
字
テ
ス
ト
①漢

字
の
読
み
方
を
書
き
な
さ
い
。

⑴

筒
の
中
が
光
る
。

⑵

娘
を
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
と
名
づ
け
た
。

⑶

結
婚
し
た
い
と
集
ま
っ
て
き
た
。

⑷

恐
ろ
し
く
思
わ
れ
た
。

⑸

名
前
を
尋
ね
た
。

⑹

斜
面
の
す
そ
を
回
っ
た
。

⑺

た
い
そ
う
見
劣
り
が
す
る
。

⑻

宮
中
に
迎
え
入
れ
る
。

⑼

た
び
た
び
お
召
し
に
な
る
。

⑽

月
を
見
て
嘆
き
悲
し
む
。

⑾

天
に
昇
っ
て
い
っ
た
。

⑿

煙
は
雲
の
中
に
立
ち
上
っ
た
。

⒀

翁
の
家
を
訪
れ
る
。

⒁

御
文
を
燃
や
す
べ
し
。

⒂

そ
の
旨
を
承
る
。



漢
字
テ
ス
ト
①

漢
字
の
読
み
方

答
え
合
わ
せ
を
し
よ
う
。

⑴

筒
の
中
が
光
る
。

⑵

娘
を
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
と
名
づ
け
た
。

⑶

結
婚
し
た
い
と
集
ま
っ
て
き
た
。

⑷

恐
ろ
し
く
思
わ
れ
た
。

⑸

名
前
を
尋
ね
た
。

⑹

斜
面
の
す
そ
を
回
っ
た
。

⑺

た
い
そ
う
見
劣
り
が
す
る
。

⑻

宮
中
に
迎
え
入
れ
る
。

⑼

た
び
た
び
お
召
し
に
な
る
。

⑽

月
を
見
て
嘆
き
悲
し
む
。

⑾

天
に
昇
っ
て
い
っ
た
。

⑿

煙
は
雲
の
中
に
立
ち
上
っ
た
。

⒀

翁
の
家
を
訪
れ
る
。

⒁

御
文
を
燃
や
す
べ
し
。

⒂

そ
の
旨
を
承
る
。

つ
つ

む
す
め

ひ
め

け
っ
こ
ん

お
そ
ろ
し
く

た
ず
ね
た

し
ゃ
め
ん

お
と
り

む
か
え

お
め
し

な
げ
き

の
ぼ
っ
て

け
む
り

お
と
ず
れ
る

ふ
み

う
け
た
ま
わ
る



漢
字
テ
ス
ト
②

ー
線
の
漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

⑴

つ
つ
の
中
が
光
る
。

⑵

む
す
め
を
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
ひ
め
と
名
づ
け
た
。

⑶

け
っ
こ
ん
し
た
い
と
集
ま
っ
て
き
た
。

⑷

お
そ
ろ
し
く
思
わ
れ
た
。

⑸

名
前
を
た
ず
ね
た
。

⑹

し
ゃ
め
ん
の
す
そ
を
回
っ
た
。

⑺

た
い
そ
う
み
お
と
り
が
す
る
。

⑻

宮
中
に
む
か
え
い
れ
る
。

⑼

た
び
た
び
お
め
し
に
な
る
。

⑽

月
を
見
て
な
げ
き
か
な
し
む
。

⑾

天
に
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
。

⑿

け
む
り
は
雲
の
中
に
立
ち
上
っ
た
。

⒀

翁
の
家
を
お
と
ず
れ
る
。

⒁

お
ん
ふ
み
を
燃
や
す
べ
し
。

⒂

そ
の
旨
を
う
け
た
ま
わ
る
。



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
よ
う
。

⑴

つ
つ
の
中
が
光
る
。

⑵

む
す
め
を
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
ひ
め
と
名
づ
け
た
。

⑶

け
っ
こ
ん
し
た
い
と
集
ま
っ
て
き
た
。

⑷

お
そ
ろ
し
く
思
わ
れ
た
。

⑸

名
前
を
た
ず
ね
た
。

⑹

し
ゃ
め
ん
の
す
そ
を
回
っ
た
。

⑺

た
い
そ
う
み
お
と
り
が
す
る
。

⑻

宮
中
に
む
か
え
い
れ
る
。

⑼

た
び
た
び
お
め
し
に
な
る
。

⑽

月
を
見
て
な
げ
き
か
な
し
む
。

⑾

天
に
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
。

⑿

け
む
り
は
雲
の
中
に
立
ち
上
っ
た
。

⒀

翁
の
家
を
お
と
ず
れ
る
。

⒁

お
ん
ふ
み
を
燃
や
す
べ
し
。

⒂

そ
の
旨
を
う
け
た
ま
わ
る
。

筒

娘姫

結
婚

恐
ろ
し
く

尋
ね
た

斜
面

見
劣
り

迎
え
入
れ
る

お
召
し

嘆
き
悲
し
む

昇
っ
て

煙訪
れ
る

御
文

承
る



い
ろ
は
歌

い
ろ
は
歌
は
、
四
十
七
文
字
の
仮
名
を
一
回
ず
つ
使
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。

現
存
す
る
最
古
の
「
い
ろ
は
歌
」
は
、
一
〇
七
九
年
に
写
さ
れ
た
「
金
光
明
最

勝
王
経
音
義
」
に
記
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
作
者
は
不
明
で
す
。
当
時
流
行
し

た
七
音
・
五
音
を
四
回
く
り
返
す
。
「
今
様
」
と
い
う
歌
謡
形
式
に
な
っ
て
い

ま
す
。
仮
名
を
学
ぶ
手
本
や
、
物
の
順
序
を
示
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。

仮
名
の
の
み
の
原
文
や
、
漢
字
と
濁
点
を
あ
て
た
歌
を
読
ん
で
、
古
文
の
言
葉
の

調
子
に
慣
れ
ま
し
ょ
う
。

《
漢
字
と
濁
点
を
当
て
た
歌
》

い
ろ
は
に
ほ
へ
と

ち
り
ぬ
る
を

わ
か
よ
た
れ
そ

つ
ね
な
ら
む

う
ゐ
の
お
く
や
ま

け
ふ
こ
え
て

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

ゑ
ひ
も
せ
す

色
は
に
ほ
へ
ど

散
り
ぬ
る
を

我
が
世
た
れ
ぞ

常
な
ら
む

有
為
の
奥
山

今
日
超
え
て

浅
き
夢
見
じ

酔
い
も
せ
ず

色
は
美
し
く
照
り
映
え
て
も

（
花
は
）
散
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る

わ
た
し
た
ち
の
こ
の
世
の
だ
れ
が

永
久
に
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
（
人
生
の
）
深
い
山
を

今
日
も
超
え
て
（
い
く
の
だ
が
）

浅
い
夢
な
ど
見
る
こ
と
は
し
な
い

心
を
ま
ど
わ
さ
れ
も
し
な
い

だ
く
て
ん

こ
ん
こ
う
み
ょ
う
さ
い

し
ょ
う
お
う
き
ょ
う
お
ん
ぎ

い
ま
よ
う

か
よ
う

（
オ
）（
エ
）

（
ン
）

（
キ
ョ
ウ
）

け

ふ

（
エ
）（

イ
）

ゑ ①②

①
あ
と
に
「
散
る
」
と
あ
る
の
で
、
こ

の
「
色
」
は
花
の
色
を
指
す
。
「
に
ほ

う
」
は
美
し
く
照
り
映
え
る
の
意
。

②
「
有
為
」
は
常
に
一
定
で
は
な
い
こ

と
。
無
常
で
あ
る
こ
の
世
の
中
を
、
超

え
に
く
い
深
い
山
に
た
と
え
た
。



蓬
莱
の
玉
の
枝―

「
竹
取
物
語
」
か
ら―

今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。

野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ

と
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ

と
な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り

け
る
。
あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の

中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る

人
、
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

《
言
葉
の
意
味
》

三
寸

《
新
し
い
漢
字
》

筒

今
で
は
も
う
昔
の
こ
と
だ
が
、

竹
取
の
翁
と
よ
ば
れ
る
人
が
い

た
。
野
や
山
に
分
け
入
っ
て
竹

を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
物

を
作
る
の
に
使
っ
て
い
た
。
名

前
を
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

い
っ
た
。

（
あ
る
日
の
こ
と
、
）
そ
の
竹

林
の
中
に
、
根
元
に
光
る
竹
が

一
本
あ
っ
た
。
不
思
議
に
思
っ

て
近
寄
っ
て
見
る
と
、
筒
の
中

が
光
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る

と
、
（
背
丈
）
三
寸
ほ
ど
の
人

が
、
ま
こ
と
に
か
わ
い
ら
し
い

様
子
で
座
っ
て
い
た
。

蓬
莱
の
玉
の
枝

根
が
銀
、
茎
が
金
、
実
が
真

珠
で
で
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る

木
の
枝
。
蓬
莱
は
、
中
国
の
古

い
伝
説
で
東
海
に
あ
る
と
い
う

理
想
郷
。

つ
つ

ご
く
小
さ
い
こ
と
を
表
す
。
一
寸
は
、
約
三
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル お

き
な

（
ウ
）

（
ズ
）

（
ン
）
（
イ
）

（
ン
）

（
イ
）

（
シ
ュ
ウ
）

ほ
う
ら
い

た
け
と
り

く
き

し
ん

じ
ゅ

（
イ
）



こ
れ
は
、
「
竹
取
物
語
」
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
物
語
は
次
の

よ
う
に
続
く
。

子
供
を
授
か
っ
た
と
喜
ん
だ
翁
は
、
そ
の
子
を
籠
の
中
に
入
れ
て
大
切
に
育
て

た
。
子
供
は
、
す
く
す
く
と
成
長
し
て
、
わ
ず
か
三
か
月
ば
か
り
で
一
人
前
の
娘

に
な
っ
た
。
そ
の
姿
は
輝
く
ば
か
り
に
美
し
く
、
辺
り
に
光
が
満
ち
る
よ
う
で

あ
っ
た
か
ら
、
娘
を
「
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
」
と
名
づ
け
た
。

美
し
い
か
ぐ
や
姫
の
う
わ
さ
が
広
ま
る
と
、
多
く
の
男
た
ち
が
、
ぜ
ひ
結
婚
し

た
い
と
集
ま
っ
て
き
た
。
か
ぐ
や
姫
は
、
な
か
で
も
熱
心
な
五
人
の
貴
公
子
の
求

婚
を
断
り
き
れ
ず
、
望
み
の
品
を
持
参
し
た
人
と
結
婚
す
る
と
言
っ
て
、
一
人
ず

つ
に
難
題
を
出
し
た
。
か
ぐ
や
姫
の
望
み
の
品
は
、
い
ず
れ
も
入
手
至
難
の
も
の

ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
五
人
の
求
婚
者
は
、
そ
れ
で
も
姫
と
の
結
婚
を
あ
き
ら
め

き
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
に
知
恵
や
富
の
力
で
難
題
に
い
ど
む
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
人
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
探
し
に
行
く
と
人
々
に

告
げ
て
、
い
っ
た
ん
船
出
す
る
が
、
す
ぐ
引
き
返
し
、
か
ね
て
の
計
画
ど
お
り
、

人
目
に
つ
か
ぬ
家
に
閉
じ
こ
も
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
年
間
、
玉
作
り
の
匠
た
ち
と

寝
食
を
共
に
し
て
、
に
せ
の
玉
の
枝
を
作
ら
せ
た
皇
子
は
、
今
船
を
下
り
た
ば
か

り
と
い
う
ふ
う
を
よ
そ
お
っ
て
、
翁
の
家
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
架
空
の
冒
険
談

を
ま
こ
と
し
や
か
に
物
語
る
。

次
の
一
節
は
、
皇
子
が
、
そ
の
冒
険
談
の
う
ち
、
多
難
な
航
海
の
末
に
よ
う
や

く
の
こ
と
で
探
し
当
て
た
と
い
う
、
蓬
莱
山
の
様
子
を
語
る
部
分
で
あ
る
。

《
言
葉
の
意
味
》

匠
《
新
し
い
漢
字
》

娘

か
ぐ
や
姫

結
婚

蓬莱の枝を持参したくらもちの皇子

大
工
・
彫
刻
師
・
細
工
師
な
ど
の
職
人
。

む
す
め

ひ
め

コ
ン

た
く
み

み
こ

か
ご



こ
れ
や
わ
が
求
む
る
山
な
ら
む
と
思
ひ
て
、

さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
お
ぼ
え
て
、
山
の
め
ぐ

り
を
さ
し
め
ぐ
ら
し
て
、
二
、
三
日
ば
か
り
、

見
歩
く
に
、
天
人
の
よ
そ
ほ
ひ
し
た
る
女
、

山
の
中
よ
り
い
で
来
て
、
銀
の
金
鋺
を
持
ち

て
、
水
を
く
み
歩
く
。
こ
れ
を
見
て
、
船
よ

り
下
り
て
、
「
こ
の
山
の
名
を
何
と
か
申

す
。
」
と
問
ふ
。
女
、
答
へ
て
い
は
く
、

「
こ
れ
は
、
蓬
莱
の
山
な
り
。
』
と
答
ふ
。

こ
れ
を
聞
く
に
、
う
れ
し
き
こ
と
か
ぎ
り

な
し
。

そ
の
山
、
見
る
に
、
さ
ら
に
登
る
べ
き
や

う
な
し
。
そ
の
山
の
そ
ば
ひ
ら
を
め
ぐ
れ
ば
、

世
の
中
に
な
き
花
の
木
ど
も
立
て
り
。
金
、

銀
、
瑠
璃
色
の
水
、
山
よ
り
流
れ
い
で
た
り
。

そ
れ
に
は
、

色
々
の
玉
の
橋
渡
せ
り
。
そ
の

あ
た
り
に
照
り
輝
く
木
ど
も
立
て
り
。
そ
の

中
に
、
こ
の
取
り
て
ま
う
で
来
た
り
し
は
、

い
と
わ
ろ
か
り
し
か
ど
も
、
の
た
ま
ひ
し
に

違
は
ま
し
か
ば
と
、
こ
の
花
を
折
り

て
ま
う
で
来
た
る
な
り
。

《
言
葉
の
意
味
》

金
椀

瑠
璃

銀
・
輝
く

当
時
は
「
し
ろ
か
ね
」
「
か
か
や
く
」
と
清
音
で
読
ん
だ
。

《
新
し
い
漢
字
》

恐
ろ
し
い

尋
ね
る

斜
面

こ
れ
こ
そ
わ
た
く
し
が
探
し
求
め

て
い
た
山
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
（
う

れ
し
く
は
あ
る
の
で
す
が
）
や
は
り

恐
ろ
し
く
思
わ
れ
て
、
山
の
周
囲
を

こ
ぎ
回
ら
せ
て
、
二
、
三
に
ち
ば
か

り
、
様
子
を
見
て
回
っ
て
い
ま
す
と
、

天
人
の
服
装
を
し
た
女
性
が
、
山
の

中
か
ら
出
て
き
て
、
銀
の
お
椀
を

持
っ
て
、
水
を
く
ん
で
い
き
ま
す
。

こ
れ
を
見
て
、
わ
た
く
し
は
船
か
ら

下
り
て
、
「
こ
の
山
の
名
は
な
ん
と

い
う
の
で
す
か
。
」
と
尋
ね
ま
し
た
。

女
性
は
答
え
て
、
「
こ
れ
は
、
蓬
莱

の
山
で
す
。
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ

れ
を
聞
い
て
、
わ
た
く
し
は
う
れ
し

く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
山
は
、
見
る
と
、
（
険
し
く

て
）
全
く
登
り
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
山
の
斜
面
の
す
そ
を
回
っ
て
み

る
と
、
こ
の
世
に
は
見
ら
れ
な
い
花

の
木
々
が
立
っ
て
い
ま
す
。
金
・

銀
・
瑠
璃
色
の
水
が
、
山
か
ら
流
れ

出
て
き
ま
す
。
そ
の
流
れ
に
は
、
色

さ
ま
ざ
ま
の
玉
で
で
き
た
橋
が
架

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
付
近
に
、
光

輝
く
木
々
が
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
こ
こ
に
取
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
の
は
、
た
い
そ
う
見
劣
り
す
る
も

の
で
し
た
が
、
姫
が
お
し
ゃ
っ
た
も

の
と
違
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
だ
ろ

う
と
思
い
、
こ
の
花
の
枝
を
折
っ
て

ま
い
っ
た
の
で
す
。

金
属
製
の
お
椀
。

宝
石
の
一
種
。
つ
や
の
あ
る
、
む
ら
さ
き
が
か
っ
た
紺
色
を
し
て
い
る
。

た
ず

シ
ャ

（
ン
）

（
イ
）

（
イ
）

（
オ
）

（
ウ
）

（
エ
）

（
ワ
）

（
ウ
）

（
イ
）

（
モ
）

あ
り

し
ろ
か
ね

か
な
ま
る

こ
が
ね

る

り

か
か
や

わ
ん

お
そ

（
ヨ
）

（
ウ
）（

ワ
）

（
モ
）



と
こ
ろ
が
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
得
意
げ
に
こ
う
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
玉

作
り
の
匠
た
ち
が
‘
押
し
か
け
て
い
る
。
千
日
余
り
も
働
か
さ
れ
な
が
ら
、
ま
だ

ほ
う
び
が
も
ら
え
な
い
、
ど
う
に
か
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
匠
の
訴
え
で
、

皇
子
の
策
略
は
い
っ
ぺ
ん
に
破
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ほ
か
の
四
人
も
、
あ
る
い
は
大
金
を
使
い
果
た
し
、
あ
る
い
は
危
険
を
冒
し
て

大
け
が
を
す
る
な
ど
、
目
ざ
す
品
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
求
婚
は
す

べ
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
人
々
の
心
を
奪
う
ほ
ど
の
美
し
さ
を
備
え
た
か
ぐ
や
姫
を
、
時
の

帝
は
、
ぜ
ひ
宮
中
に
迎
え
入
れ
た
い
と
、
た
び
た
び
お
召
し
に
な
っ
た
が
、
か
ぐ

や
姫
は
そ
れ
に
も
応
じ
よ
う
と
し
な
い
。

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
さ
ら
に
三
年
の
月
日
が
た
っ
た
。
そ
の
春
の
初
め
か

ら
、
か
ぐ
や
姫
は
、
月
を
見
て
は
嘆
き
悲
し
む
よ
う
に
な
る
。
秋
に
な
っ
て
そ
の

嘆
き
が
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
の
を
見
か

ね
た
翁
が
、
わ
け
を
尋
ね
る
と
、

「
わ
た
し
は
、
実
は
月
の
都
の
者
で
す
。

わ
け
あ
っ
て
人
間
世
界
に
参
り
ま
し
た
が
、

八
月
十
五
夜
に
は
、
月
に
帰
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
」

と
、
涙
な
が
ら
に
打
ち
明
け
た
。

い
よ
い
よ
中
秋
の
名
月
の
夜
、
帝
は
、
二
千
人
の

兵
士
を
遣
わ
し
て
翁
の
家
を
守
る
よ
う
お
命
じ
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
月
の
都
の
人
々
に
対
し
て
は
、
兵

士
た
ち
も
全
く
無
力
で
あ
っ
た
。
か
ぐ
や
姫
は
、
翁

に
は
着
て
い
た
衣
を
、
帝
に
は
天
人
の
持
参
し
た
不

死
の
薬
を
、
そ
れ
ぞ
れ
手
紙
を
そ
え
て
残
し
、
人
々

の
悲
し
み
を
あ
と
に
天
に
昇
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

《
言
葉
の
意
味
》

中
秋

《
新
し
い
漢
字
》

見
劣
り

迎
え
入
れ
る

召
す

嘆
き
悲
し
む

昇
る

かぐや姫、月への帰還が近いことを知り、
嘆き悲しみ、翁・おうなと共に涙する。

天に昇るかぐや姫

お
と

む
か

め

な
げ

の
ぼ

陰
暦
の
八
月
十
五
日
。

み
か
ど

き
ぬ



帝
は
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
不
死
の
薬
を
贈
ら
れ
て
い

た
が
、
か
ぐ
や
姫
の
い
な
い
こ
の
世
に
い
つ
ま
で
も

と
ど
ま
る
気
が
し
な
い
。
そ
こ
で
、

「
ど
の
山
が
天
に
近
い
か
。
」

と
お
尋
ね
に
な
る
と
、
あ
る
人
が
、
駿
河
の
国
に
あ

る
山
が
、
都
か
ら
も
近
く
天
に
も
近
い
と
お
返
事
申

し
上
げ
た
の
で
、
そ
の
山
に
使
者
を
お
遣
わ
し
に
な

っ
た
。

御
文
、
不
死
の
薬
の
壺
並
べ
て
、
火
を

つ
け
て
燃
や
す
べ
き
よ
し
仰
せ
た
ま
ふ
。

そ
の
よ
し
う
け
た
ま
は
り
て
、
士
ど
も
あ

ま
た
具
し
て
山
へ
登
り
け
る
よ
り
な
む
。

そ
の
山
を
「
ふ
じ
の
山
」
と
は
名
づ
け
け

る
。そ

の
煙
、
い
ま
だ
雲
の
中
へ
立
ち
上
る

と
ぞ
、
言
ひ
伝
へ
た
る
。

駿
河
の
国

〈
光
村
図
書

国
語
１

参
照
〉

かぐや姫の手紙と不死の薬が帝に贈られる

す
る
が

お
ん
ふ
み

つ
ぼお

ほ

つ
わ
も
の

け
ぶ
り

（
帝
は
）
お
手
紙
と
、
不
死
の
薬

の
壺
を
並
べ
て
、
火
を
つ
け
て
燃
や

す
よ
う
に
と
、
御
命
令
に
な
っ
た
、

そ
の
旨
を
承
っ
て
、
（
使
者
が
）
兵

士
た
ち
を
た
く
さ
ん
引
き
連
れ
て
山

に
登
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の

山
を
（
「
士
に
富
む
山
」
、
つ
ま

り
）
「
ふ
じ
の
山
」
と
名
づ
け
た
の

で
あ
る
。

そ
の
煙
は
、
い
ま
だ
に
雲
の
中
へ

立
ち
上
っ
て
い
る
と
、
言
い
伝
え
ら

れ
て
る
。

（
オ
）

（
モ
ウ
）

（
ワ
）

（
ン
）

（
イ
）
（
エ
）

む
ね

竹
取
物
語

現
在
伝
わ
っ
て
い
る
日
本
の
物
語
の
中
で
は
最
も
古
い
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。
民
間
に
語
り
つ
が
れ
て
い
た
伝
説
を
も
と
に
し
て
、
平
安
時
代
の
初
め
ご
ろ

作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
作
者
は
わ
か
ら
な
い
。
竹
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
美

し
い
か
ぐ
や
姫
が
、
月
の
世
界
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
幻
想
的
な
物
語
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
、
人
々
の
喜
び
や
悲
し
み
、
当
時
の
生
活
な
ど
が
、
生
き
生
き
と
描
か

れ
て
い
る
。

今
の
静
岡
県
の
一
部
。
昔
の
国
名
。



竹
取
物
語

現
在
伝
わ
っ
て
い
る
日
本
の
物
語
の
中
で
は
最
も
古
い
も
の
だ
と
い
わ
れ
て

い
る
。
民
間
に
語
り
つ
が
れ
て
い
た
伝
説
を
も
と
に
し
て
、
平
安
時
代
の
初
め

ご
ろ
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
作
者
は
わ
か
ら
な
い
。
竹
の
中
か
ら
生
ま

れ
た
美
し
い
か
ぐ
や
姫
が
、
月
の
世
界
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
幻
想
的
な
物
語

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
人
々
の
喜
び
や
悲
し
み
、
当
時
の
生
活
な
ど
が
、
生

き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

竹
取
物
語
に
つ
い
て
あ
ら
ま
し
を
ま
と
め
な
さ
い
。
次
の
文
の
後
を
書
き
、
あ
ら

ま
し
を
ま
と
め
な
さ
い
。

・
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
日
本
の
物
語
の
中
で
は
、

・
民
間
の

・
竹
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

・
人
々
の

最
も
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

伝
説
を
も
と
に
し
て
、
平
安
時
代
の
初
め
ご
ろ
作
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
作
者
は
わ
か
ら
な
い
。

か
ぐ
や
姫
が
月
の
世
界
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
物
語
。

喜
び
や
悲
し
み
、
当
時
の
生
活
を
生
き
生
き
と
描
く
。



古
典
の
言
葉

古
典
の
文
章
に
は
、
現
代
の
文
章
と
異
な
る
言
葉
遣
い
が
あ
る
。
時
代
と
と

も
に
、
日
本
語
も
変
化
し
て
き
た
。

古
典
語
（
文
語
）
と
現
代
語
（
口
語
）
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
言
葉
遣
い
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

⑴

仮
名
遣
い
と
発
音

古
典
の
仮
名
遣
い

現
代
の
仮
名
遣
い

・
う
け
た
ま
は
り
て

⇒
う
け
た
ま
わ
り
て

・
使
ひ
け
り

⇒

使
い
け
り

・
い
ふ
も
の
あ
り
け
り

⇒

い
う
も
の
あ
り
け
り

・
伝
へ
た
る

⇒

伝
え
た
る

・
天
人
の
よ
そ
ほ
ひ

⇒

天
人
の
よ
そ
お
い

―

線
を
つ
け
た
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
に
つ
い
て
、
古
く
は
そ
の
仮

名
の
と
お
り
「
ハ
・
ヒ
・
フ
・
へ
・
ホ
」
と
発
音
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、

平
安
時
代
中
ご
ろ
か
ら
、
語
頭
以
外
の
ハ
行
の
音
が
、
ワ
行
の
「
ワ
・
ヰ
・

ウ
・
ヱ
・
ヲ
」
の
音
に
変
化
し
た
。
さ
ら
に
「
ワ
」
以
外
の
音
が
、
ア
行
の

音
と
同
じ
に
な
っ
た
。

〔
現
代
と
は
異
な
る
古
典
の
仮
名
遣
い
の
例
〕

・
う
ゐ
の
お
く
や
ま

⇒

う
い
の
お
く
や
ま

・
け
ふ
こ
え
て

⇒

き
ょ
う
こ
え
て

・
ゑ
ひ
も
せ
ず

⇒

え
い
も
せ
ず

・
よ
ろ
づ
の
こ
と
に

⇒

よ
ろ
ず
の
こ
と
に

・
登
る
べ
き
や
う
な
し

⇒

登
る
べ
き
よ
う
な
し



⑵

意
味
が
変
化
し
た
言
葉
・
古
典
語
だ
け
に
使
わ
れ
る
言
葉

古
典
で
使
わ
れ
る
言
葉
に
は
、
形
は
現
代
語
と
同
じ
で
も
、
意
味
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
や
、
言
葉
そ
の
も
の
が
現
代
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ

た
も
の
が
あ
る
。

〔
意
味
が
変
化
し
た
言
葉
〕

・
う
つ
く
し

⇒

古
典
語
で
は
、
「
か
わ
い
ら
し
い
・
い
と
し
い
」

と
い
う
様
子
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
現

代
語
で
は
「
美
し
い
・
き
れ
い
だ
」
と
い
う
様
子
を

表
す
。

〔
古
典
語
だ
け
に
使
わ
れ
る
言
葉
〕

・
あ
ま
た

⇒

「
数
量
の
多
い
さ
ま
・
た
く
さ
ん
」

・
い
と

⇒

「
た
い
へ
ん
・
あ
ま
り
に
・
と
て
も
」

練
習
問
題

―

線
の
部
分
を
、
現
代
の
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。

①

い
ふ

②

う
け
た
ま
は
り
て

③

使
ひ
け
り

④

伝
へ
た
る

⑤

よ
そ
ほ
ひ

⑥

よ
ろ
づ

⑦

や
う
な
し

⑧

け
ふ
こ
え
て

⑨

う
ゐ
の
お
く
や
ま

⑩

ゑ
ひ
も
せ
ず

うわいえお
い

ずよ
う

き
ょ
う

いえ



次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り

つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見

る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て

ゐ
た
り
。

〔
現
代
訳
〕

今
で
は
も
う
昔
の
こ
と
だ
が
、
竹
取
の
翁
と
よ
ば
れ
る
人
が
い
た
。
野
や
山
に
分
け

入
っ
て
竹
を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
物
を
作
る
の
に
使
っ
て
い
た
。
名
前
を
、
さ
ぬ

き
の
み
や
つ
こ
と
い
っ
た
。

（
あ
る
日
の
こ
と
、
）
そ
の
竹
林
の
中
に
、
根
元
に
光
る
竹
が
一
本
あ
っ
た
。

Ａ

思
っ
て
近
寄
っ
て
見
る
と
、
筒
の
中
が
光
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
（
背

丈
）
三
寸
ほ
ど
の
人
が
、
ま
こ
と
に

Ｂ

様
子
で
座
っ
て
い
た
。

〈
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
に
よ
る
〉

⑴

―

線
①
「
今
は
昔
」
の
意
味
書
き
な
さ
い
。

⑵

―

線
②
「
竹
取
り
の
翁
」
の
名
前
を
文
章
中
か
ら
8
字
で
書
き
だ
し
な
さ
い
。

⑶

―

線
㋐
～
㋓
を
現
代
の
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。

㋐

㋑

㋒

㋓

⑷

―

線
③
「
竹
を
取
り
つ
つ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
竹
は
何
の
た
め
に
取
っ
て
い

る
の
で
す
か
。

⑸

Ａ
・
Ｂ
に
合
う
現
代
語
訳
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
な
さ
い
。

Ａ

ア

気
味
悪
い
と

イ

珍
し
い
と

ウ

不
思
議
に

エ

お
も
し
ろ
い
と

Ｂ

ア

美
し
い

イ

か
わ
い
ら
し
い

ウ

お
と
な
し
い

エ

光
輝
い
た

Ａ

Ｂ

⑹

―

線
④
「
寄
り
て
み
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
動
作
を
し
た
の
は
だ
れ
で

す
か
。

①

②

③

④

㋐

㋑

㋒

㋓
お
き
な



次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り

つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見

る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て

ゐ
た
り
。

〔
現
代
訳
〕

今
で
は
も
う
昔
の
こ
と
だ
が
、
竹
取
の
翁
と
よ
ば
れ
る
人
が
い
た
。
野
や
山
に
分
け

入
っ
て
竹
を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
物
を
作
る
の
に
使
っ
て
い
た
。
名
前
を
、
さ
ぬ

き
の
み
や
つ
こ
と
い
っ
た
。

（
あ
る
日
の
こ
と
、
）
そ
の
竹
林
の
中
に
、
根
元
に
光
る
竹
が
一
本
あ
っ
た
。

Ａ

思
っ
て
近
寄
っ
て
見
る
と
、
筒
の
中
が
光
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
（
背

丈
）
三
寸
ほ
ど
の
人
が
、
ま
こ
と
に

Ｂ

様
子
で
座
っ
て
い
た
。

〈
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
に
よ
る
〉

⑴

―

線
①
「
今
は
昔
」
の
意
味
書
き
な
さ
い
。

⑵

―

線
②
「
竹
取
り
の
翁
」
の
名
前
を
文
章
中
か
ら
8
字
で
書
き
だ
し
な
さ
い
。

⑶

―

線
㋐
～
㋓
を
現
代
の
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。

㋐

㋑

㋒

㋓

⑷

―

線
③
「
竹
を
取
り
つ
つ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
竹
は
何
の
た
め
に
取
っ
て
い

る
の
で
す
か
。

⑸

Ａ
・
Ｂ
に
合
う
現
代
語
訳
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
な
さ
い
。

Ａ

ア

気
味
悪
い
と

イ

珍
し
い
と

ウ

不
思
議
に

エ

お
も
し
ろ
い
と

Ｂ

ア

美
し
い

イ

か
わ
い
ら
し
い

ウ

お
と
な
し
い

エ

光
輝
い
た

Ａ

Ｂ

⑹

―

線
④
「
寄
り
て
み
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
動
作
を
し
た
の
は
だ
れ
で

す
か
。

①

②

③

④

㋐

㋑

㋒

㋓

今
で
は
も
う
昔
の
こ
と
だ
が

い
う

よ
ろ
ず

う
つ
く
し
ゅ
う
て

い
た
り

い
ろ
い
ろ
な
物
を
作
る
の
に
使
っ
て
い
た
。

ウ

イ

竹
取
の
翁
（
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
）

さ

ぬ

き

の

み

や

つ

こ

お
き
な



こ
れ
や
わ
が
求
む
る
山
な
ら
む
と
思
ひ
て
、
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
お
ぼ
え
て
、
山

の
め
ぐ
り
を
さ
し
め
ぐ
ら
し
て
、
二
、
三
日
ば
か
り
、
見
歩
く
に
、
天
人
の
よ
そ
ほ

ひ
し
た
る
女
、
山
の
中
よ
り
い
で
来
て
、
銀
の
金
鋺
を
持
ち
て
、
水
を
く
み
歩
く
。

こ
れ
を
見
て
、
船
よ
り
下
り
て
、
「
こ
の
山
の
名
を
何
と
か
申
す
。
」
と
問
ふ
。
女
、

答
へ
て
い
は
く
、
「
こ
れ
は
、
蓬
莱
の
山
な
り
。
』
と
答
ふ
。
こ
れ
を
聞
く
に
、
う

れ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

そ
の
山
、
見
る
に
、
さ
ら
に
登
る
べ
き
や
う
な
し
。
そ
の
山
の
そ
ば
ひ
ら
を
め
ぐ
れ

ば
、
世
の
中
に
な
き
花
の
木
ど
も
立
て
り
。
金
、
銀
、
瑠
璃
色
の
水
、
山
よ
り
流
れ
い

で
た
り
。
そ
れ
に
は
、

色
々
の
玉
の
橋
渡
せ
り
。
そ
の
あ
た
り
に
照
り
輝
く
木
ど
も

立
て
り
。
そ
の
中
に
、
こ
の
取
り
て
ま
う
で
来
た
り
し
は
、
い
と
わ
ろ
か
り
し
か
ど
も
、

の
た
ま
ひ
し
に
違
は
ま
し
か
ば
と
、
こ
の
花
を
折
り
て
ま
う
で
来
た
る
な
り
。

〔
現
代
訳
〕

こ
れ
こ
そ
わ
た
く
し
が
探
し
求
め
て
い
た
山
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
（
う
れ
し
く
は

あ
る
の
で
す
が
）
や
は
り
恐
ろ
し
く
思
わ
れ
て
、
山
の
周
囲
を
こ
ぎ
回
ら
せ
て
、
二
、

三
に
ち
ば
か
り
、
様
子
を
見
て
回
っ
て
い
ま
す
と
、
天
人
の
服
装
を
し
た
女
性
が
、

山
の
中
か
ら
出
て
き
て
、
銀
の
お
椀
を
持
っ
て
、
水
を
く
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
れ
を

見
て
、
わ
た
く
し
は
船
か
ら
下
り
て
、
「
こ
の
山
の
名
は
な
ん
と
い
う
の
で
す

か
。
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
女
性
は
答
え
て
、
「
こ
れ
は
、
蓬
莱
の
山
で
す
。
」
と
言

い
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
わ
た
く
し
は
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
山
は
、
見
る
と
、
（
険
し
く
て
）
全
く
登
り
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
山

の
斜
面
の
す
そ
を
回
っ
て
み
る
と
、
こ
の
世
に
は
見
ら
れ
な
い
花
の
木
々
が
立
っ
て

い
ま
す
。
金
・
銀
・
瑠
璃
色
の
水
が
、
山
か
ら
流
れ
出
て
き
ま
す
。
そ
の
流
れ
に
は
、

色
さ
ま
ざ
ま
の
玉
で
で
き
た
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
付
近
に
、
光
輝
く
木
々

が
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
こ
こ
に
取
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
は
、

見
劣
り
す
る
も
の
で
し
た
が
、
姫
が
お
し
ゃ
っ
た
も
の
と
違
っ
て
い
て
は
い
け
な
い

だ
ろ
う
と
思
い
、
こ
の
花
の
枝
を
折
っ
て
ま
い
っ
た
の
で
す
。

⑴

―

線
㋐
・
㋑
を
現
代
の
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。

ア

イ

⑵

―

線
①
「
う
れ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
う
れ
し
い
の

で
す
か
。

⑶

―

線
②
「
い
と
」
の
意
味
と
し
て

に
合
う
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

ア

た
い
そ
う

イ

意
外
と

ウ

わ
ず
か
に

エ

予
想
ど
お
り

あ
り

し
ろ
か
ね

か
な
ま
る

こ
が
ね

る

り

か
か
や

た
が

わ
ん

㋐

㋑

①

②



こ
れ
や
わ
が
求
む
る
山
な
ら
む
と
思
ひ
て
、
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
お
ぼ
え
て
、
山

の
め
ぐ
り
を
さ
し
め
ぐ
ら
し
て
、
二
、
三
日
ば
か
り
、
見
歩
く
に
、
天
人
の
よ
そ
ほ

ひ
し
た
る
女
、
山
の
中
よ
り
い
で
来
て
、
銀
の
金
鋺
を
持
ち
て
、
水
を
く
み
歩
く
。

こ
れ
を
見
て
、
船
よ
り
下
り
て
、
「
こ
の
山
の
名
を
何
と
か
申
す
。
」
と
問
ふ
。
女
、

答
へ
て
い
は
く
、
「
こ
れ
は
、
蓬
莱
の
山
な
り
。
』
と
答
ふ
。
こ
れ
を
聞
く
に
、
う

れ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

そ
の
山
、
見
る
に
、
さ
ら
に
登
る
べ
き
や
う
な
し
。
そ
の
山
の
そ
ば
ひ
ら
を
め
ぐ
れ

ば
、
世
の
中
に
な
き
花
の
木
ど
も
立
て
り
。
金
、
銀
、
瑠
璃
色
の
水
、
山
よ
り
流
れ
い

で
た
り
。
そ
れ
に
は
、

色
々
の
玉
の
橋
渡
せ
り
。
そ
の
あ
た
り
に
照
り
輝
く
木
ど
も

立
て
り
。
そ
の
中
に
、
こ
の
取
り
て
ま
う
で
来
た
り
し
は
、
い
と
わ
ろ
か
り
し
か
ど
も
、

の
た
ま
ひ
し
に
違
は
ま
し
か
ば
と
、
こ
の
花
を
折
り
て
ま
う
で
来
た
る
な
り
。

〔
現
代
訳
〕

こ
れ
こ
そ
わ
た
く
し
が
探
し
求
め
て
い
た
山
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
（
う
れ
し
く
は

あ
る
の
で
す
が
）
や
は
り
恐
ろ
し
く
思
わ
れ
て
、
山
の
周
囲
を
こ
ぎ
回
ら
せ
て
、
二
、

三
に
ち
ば
か
り
、
様
子
を
見
て
回
っ
て
い
ま
す
と
、
天
人
の
服
装
を
し
た
女
性
が
、

山
の
中
か
ら
出
て
き
て
、
銀
の
お
椀
を
持
っ
て
、
水
を
く
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
れ
を

見
て
、
わ
た
く
し
は
船
か
ら
下
り
て
、
「
こ
の
山
の
名
は
な
ん
と
い
う
の
で
す

か
。
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
女
性
は
答
え
て
、
「
こ
れ
は
、
蓬
莱
の
山
で
す
。
」
と
言

い
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
わ
た
く
し
は
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
山
は
、
見
る
と
、
（
険
し
く
て
）
全
く
登
り
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
山

の
斜
面
の
す
そ
を
回
っ
て
み
る
と
、
こ
の
世
に
は
見
ら
れ
な
い
花
の
木
々
が
立
っ
て

い
ま
す
。
金
・
銀
・
瑠
璃
色
の
水
が
、
山
か
ら
流
れ
出
て
き
ま
す
。
そ
の
流
れ
に
は
、

色
さ
ま
ざ
ま
の
玉
で
で
き
た
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
付
近
に
、
光
輝
く
木
々

が
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
こ
こ
に
取
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
は
、

見
劣
り
す
る
も
の
で
し
た
が
、
姫
が
お
し
ゃ
っ
た
も
の
と
違
っ
て
い
て
は
い
け
な
い

だ
ろ
う
と
思
い
、
こ
の
花
の
枝
を
折
っ
て
ま
い
っ
た
の
で
す
。

⑴

―

線
㋐
・
㋑
を
現
代
の
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。

ア

イ

⑵

―

線
①
「
う
れ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
う
れ
し
い
の

で
す
か
。

⑶

―

線
②
「
い
と
」
の
意
味
と
し
て

に
合
う
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

ア

た
い
そ
う

イ

意
外
と

ウ

わ
ず
か
に

エ

予
想
ど
お
り

よ
そ
お
い

よ
う
な
し

探
し
求
め
て
い
た
所
に
着
い
た
か
ら

ア

あ
り

し
ろ
か
ね

か
な
ま
る

こ
が
ね

る

り

か
か
や

た
が

わ
ん

㋐

㋑

①

②



宿
題次

回
の
授
業
ま
で
に
や
る
勉
強
で
す
。

１
．
音
読

「
い
ろ
は
歌
」
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

２
．
「
古
典
の
言
葉
」
の
説
明
を
も
う
一
度
読
み
、
復
習
を
し

ま
し
ょ
う
。

３
．
問
題
を
し
ま
し
ょ
う
。

次
の
言
葉
の
意
味
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

〔
意
味
が
変
化
し
た
言
葉
〕

・
う
つ
く
し

⇒

〔
古
典
語
だ
け
に
使
わ
れ
る
言
葉
〕

・
あ
ま
た

⇒

・
い
と

⇒



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y

a
k

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 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

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


