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学習日 月 日

　

②　

一
・
二
点
…
「
二
」
の
付
い
た
字
は
ま
ず
読
み
飛
ば
し
、「
一
」
の
付
い
た
字
を

読
ん
だ
あ
と
に
、「
二
」
の
付
い
た
字
に
返
っ
て
読
む
。

　
　
例

待
ツ

　
　

天
命

ヲ
　

。　

↓　

天
命
を
待
つ
。

　

③　

一レ
点
…
「
一
」
点
と
「
レ
」
点
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
。
先
に
下
の
字
を

読
ん
で
か
ら
一
字
返
っ
て
読
み
、
さ
ら
に
「
二
」
の
付
い
た
字
へ
返
っ
て
読
む
。

　
　
例

為な　
　

人ノ

所
ト

　
　
　

欺
あ
ざ
む
ク。　

↓　

人
の
欺
く
所
と
為
る
。

⑴　

次
の
□
を
返
り
点
に
従
っ
て
読
む
場
合
、
ど
の
よ
う
な
順
番
で
読
む
の
が
適
切
で
す
か
。

例
に
な
ら
っ
て
□
に
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

例

1

3

2

　

①　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

②　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑴　

①
「
レ
」
の
付
い
た
字
は
、
下
の
字
を
先
に
読
ん
だ
あ
と
に
一
字
返
っ

て
読
み
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
レ
」
の
付
い
た
字
が
二
つ
続
い
て
い
る
の
で
、
二
つ
目
の

「
レ
」
の
下
の
字
か
ら
順
ぐ
り
に
返
っ
て
読
み
ま
す
。
②
「
一
」
の
付
い
た
字
を
読
ん
だ

あ
と
、「
二
」
の
付
い
た
字
に
返
っ
て
読
み
ま
す
。

　
（
解
答
）
①　

3

2

1

4　
　

②　

1

4

2

3

二

一

ル二

一レ

例　

題
レ

レ

レ二

一

解
法
の
ポ
イ
ン
ト

返
り
点

漢
文
の
訓
読

　

訓
読
と
は
、
漢
字
だ
け
で
書
か
れ
た
原
文
（
白
文
）
に
、「
訓
点
」
と
よ
ば
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
符
号
を
付
け
て
、
日
本
語
の
文
章
と
し
て
読
む
こ
と
。
ま
た
、
訓
読
し
た
漢
文
を

日
本
語
と
し
て
書
き
記
し
た
も
の
を
「
書
き
下
し
文
」
と
い
う
。
漢
文
を
書
き
下
し
文
に

す
る
際
は
、
漢
字
は
漢
字
の
ま
ま
、
送
り
が
な
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
書
く
。
た
だ
し
、

助
詞
や
助
動
詞
は
、
漢
字
で
書
か
れ
て
い
て
も
ひ
ら
が
な
に
直
す
。

　
　

訓
点
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・　

送
り
が
な
…
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
の
右
下
に
、
カ
タ
カ
ナ
で
小
さ
く
書
か
れ
る
。

　
　
例

江か
う

碧
み
ど
り
ニ
シ
テ

　

鳥　

逾
い
よ
い
よ

白ク

↓　

江
碧
に
し
て
鳥
い
よ
い
よ
白
く

・　

返
り
点
…
漢
字
を
読
む
順
番
を
示
す
符
号
で
、
漢
字
の
左
下
に
付
く
。
漢
文
は
基
本

的
に
は
上
か
ら
下
へ
と
読
む
が
、
漢
字
に
返
り
点
が
付
い
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
ル
ー

ル
に
従
っ
た
順
序
で
読
む
。

　

①　

レ
点
…
「
レ
」
の
付
い
た
字
の
下
の
字
を
先
に
読
ん
で
か
ら
、「
レ
」
の
付
い
た

字
に
返
っ
て
読
む
。

　
　
例

着
ク

　
　

席ニ。　

↓　

席
に
着
く
。

1

レ

第
４
章

15

古
典  

⑴

テ
ー
マ

訓
読
の
方
法

　

漢
文
は
、
も
と
も
と
漢
字
だ
け
で
書
か
れ
た
中
国
語
の
文
章
で
、
語
順
も
日
本
語
と
は
異

な
り
ま
す
。
こ
れ
を
日
本
語
と
し
て
読
む
こ
と
を
訓
読
と
い
い
ま
す
。
漢
文
の
勉
強
は
、
ま

ず
こ
の
訓
読
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
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・
の
の
し
る
…
大
騒
ぎ
を
す
る
。　
　
　

・
は
づ
か
し
…
立
派
だ
。

・
め
で
た
し
…
す
ば
ら
し
い
。　
　
　
　

・
を
か
し
…
お
も
し
ろ
く
、
趣
深
い
。

　

一
ま
と
め
の
形
で
覚
え
て
お
く
こ
と
ば

・
え
〜
ず
（
じ
）
…
〜
で
き
な
い
。（
で
き
な
い
だ
ろ
う
）

　
　
例

え
申
さ
ず
。
…
申
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

・
な
〜
そ
…
〜
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
　
例

な
の
た
ま
ひ
そ
。
…
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

③　

古
文
の
文
末
表
現

　
　
　

古
文
の
読
み
取
り
を
難
し
く
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ
に
、
文
末
に
付
く
助
動
詞
の
現

代
語
と
の
ち
が
い
が
あ
る
。
古
語
の
助
動
詞
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
学
ぶ
の
は
高
校
生
に

な
っ
て
か
ら
だ
が
、
代
表
的
な
も
の
は
覚
え
て
お
く
と
よ
い
。

・「
け
り
」
…
「
〜
た
。」（
過
去
の
動
作
で
あ
る
こ
と
を
表
す
）

・「
た
り
」
…
「
〜
た
。
〜
て
い
る
。」（
動
作
の
完
了
や
継
続
を
表
す
）

・「
ぬ
」
…
「
〜
た
。」（
動
作
の
完
了
を
表
す
。
打
ち
消
し
の
「
ず
」
が
変
化
し
た
も

の
と
は
ち
が
う
の
で
注
意
）

・「
な
り
」
…
「
〜
だ
。」（
断
定
を
表
す
）

・「
ん
（
む
）」
…
「
〜
だ
ろ
う
。
〜
し
よ
う
。」（
推
量
や
意
志
を
表
す
）

・「
ば
や
」
…
「
〜
し
た
い
。
〜
て
ほ
し
い
。」（
願
望
を
表
す
）

④　

係
り
結
び

　
　
　

文
中
に
「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
・
こ
そ
」
が
出
て
き
た
と
き
に
、
文
末
が
言
い
切
り

と
は
異
な
る
形
に
な
る
古
文
独
特
の
法
則
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
例　

世
の
中
は
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ「
け
り
」
が
「
け
れ
」
に
変
化

古
文
の
特
徴

①　

省
略
さ
れ
た
語

　
　
　

古
文
で
は
、
主
語
、
述
語
、
助
詞
な
ど
が
、
し
ば
し
ば
省
略
さ
れ
る
。
文
脈
を
考
え

て
、
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
を
補
い
な
が
ら
読
む
こ
と
を
心
が
け
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

  

「
が
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　
　
例　

昔
、
男
あ
り
け
り
。

②　

古
語
の
意
味

　
　
　

古
文
に
は
、
現
代
語
に
な
い
こ
と
ば
や
、
現
代
語
と
同
じ
音
で
意
味
が
異
な
る
こ
と

ば
が
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
を
覚
え
よ
う
。

　

現
代
語
に
は
な
い
こ
と
ば

・
あ
ま
た
…
た
く
さ
ん
。　
　
　
　
　

・
あ
ら
ま
ほ
し
…
そ
う
あ
り
た
い
。

・
い
と
…
た
い
そ
う
。　
　
　
　
　
　

・
い
み
じ
…
と
て
も
。
す
ご
い
。　

・
か
く
…
こ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　

・
げ
に
…
本
当
に
。
全
く
。　

・
さ
ら
な
り
…
い
う
ま
で
も
な
い
。　

・
つ
き
づ
き
し
…
似
つ
か
わ
し
い
。　

・
の
た
ま
ふ
…
お
っ
し
ゃ
る
。　
　
　

・
ゆ
か
し
…
知
り
た
い
。　
　
　
　
　

・

・
ら
う
た
し
…
か
わ
い
ら
し
い
。　
　

・
わ
り
な
し
…
道
理
に
合
わ
な
い
。

　

現
代
語
と
は
意
味
が
異
な
る
こ
と
ば

・
あ
は
れ
な
り
…
趣
が
深
い
。　
　
　
　

・
あ
り
が
た
し
…
め
っ
た
に
な
い
。

・
う
つ
く
し
…
か
わ
い
ら
し
い
。　
　
　

・
お
ど
ろ
く
…
目
を
覚
ま
す
。
気
が
つ
く
。

・
か
し
こ
し
…
高
貴
だ
。
恐
れ
多
い
。　

・
か
な
し
…
い
と
し
い
。
愛
ら
し
い
。

1
テ
ー
マ

細
部
ま
で
読
み
取
る

　

古
文
の
文
章
に
は
、
現
代
語
に
は
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
古
文

の
特
徴
を
お
さ
え
、
細
部
ま
で
読
み
取
っ
て
い
く
た
め
の
注
意
点
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。
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●
五
言
絶
句
…
各
句
（
各
行
）
が
す
べ
て
五
字
で
、
四
句
（
四
行
）
か
ら
成
る
。

●
七
言
絶
句
…
各
句
（
各
行
）
が
す
べ
て
七
字
で
、
四
句
（
四
行
）
か
ら
成
る
。

●
五
言
律
詩
…
各
句
（
各
行
）
が
す
べ
て
五
字
で
、
八
句
（
八
行
）
か
ら
成
る
。

●
七
言
律
詩
…
各
句
（
各
行
）
が
す
べ
て
七
字
で
、
八
句
（
八
行
）
か
ら
成
る
。

　

こ
の
詩
の
形
式
は
五
言
絶
句
で
す
。

⑵　

漢
詩
、
漢
文
を
日
本
人
に
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
記
号

を
「
返
り
点
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
さ
ら
に
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
カ
タ
カ
ナ
で
送

り
が
な
を
送
り
、
ひ
ら
が
な
で
ふ
り
が
な
を
振
り
ま
す
。

●
レ
点
…
一
字
だ
け
上
に
返
る
。

例
「
読　

書
」
↓
「
書
を
読
む
」

●
一
・
二
点
…
二
字
以
上
、
上
に
返
る
。

例
「
思　

故　

郷
」
↓
「
故
郷
を
思
ふ
」

　

こ
の
ほ
か
に
「
上
中
下
点
」「
甲
乙
丙
点
」
な
ど
の
返
り
点
が
あ
り
ま
す
。「
欲ほ

つ

然
」

は
、
レ
点
で
一
字
上
に
返
る
の
で
「
然
え
ん
と
欲
す
」
と
書
き
下
し
て
読
み
ま
す
。

⑶　

杜
甫
は
戦
乱
に
追
わ
れ
、
各
地
を
転
々
と
し
ま
し
た
。
こ
の
詩
は
、
異

郷
に
あ
っ
て
、
故
郷
を
恋
し
く
思
う
気
持
ち
を
歌
っ
た
も
の
で
す
。

　

◆
現
代
語
訳
◆

錦き
ん

江こ
う

（
と
い
う
川
）
の
水
は
深
い
緑
色
に
静
ま
り
、（
そ
の
水
面
に
浮
か
ぶ
）
鳥
の
姿

は
（
緑
と
の
対
比
で
）
ひ
と
き
わ
白
い
。
山
々
は
青
葉
に
包
ま
れ
、
そ
の
緑
の
中
に
燃
え

立
つ
よ
う
な
真
紅
の
花
が
咲
い
て
い
る
。
今
年
の
春
も
こ
う
し
て
、
見
る
間
に
無
駄
に
過

ぎ
て
行
く
の
だ
。
私
が
故
郷
へ
帰
れ
る
日
は
い
つ
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

⑷　

唐
の
大
詩
人
に
は
、「
詩
聖
」
と
い
わ
れ
た
杜
甫
、「
詩
仙
」
と
い
わ
れ

た
李
白
の
ほ
か
に
、
白
居
易
（
白
楽
天
）、
王お

う

維い

な
ど
が
い
て
、
日
本
の
文
学
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

返
り
点

ムレ

ヲ

フ二

ヲ一

スレ

も
エ
ン
ト

主  

題

文
学
史

江か
う

碧　

鳥

逾　

白　
　
　

江か
う

碧み
ど
りに
し
て
鳥
い
よ
い
よ
白
く

山　

青　

花

欲ほ
つ

然　
　
　

山
青
く
し
て
花

※

今　

春

看

又ま
た　

過　
　
　

今
春
＊
み
す
み
す
又ま

た

過
ぐ

何い
づ　

日

是こ

帰き

年ね
ん　

　
　

何い
づ

れ
の
日
か
是こ

れ
帰き

年ね
ん

な
ら
ん

（
注
）
み
す
み
す
＝
空む

な

し
く
。

⑴　

こ
の
詩
の
形
式
を
漢
字
四
字
で
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

⑵　

※

に
入
る
書
き
下
し
文
を
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

⑶　

こ
の
詩
の
主
題
を
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

⑷　

こ
の
詩
は
、「
詩
聖
」
と
呼
ば
れ
る
唐
の
詩
人
、
杜と

甫ほ

の
詩
で
す
。
杜
甫
と
並
び
称
さ

れ
、「
詩
仙
」
と
呼
ば
れ
る
詩
人
を
次
か
ら
一
人
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

孔こ
う

子し　
　
　

イ

李り

白は
く

ウ

孟も
う

子し　
　
　

エ

白は
く

居き
ょ

易い

⑴　

漢
詩
の
形
式
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に
次
の
四
つ
が
あ
り
ま
す
。

例　

題み
ど
り
ニ
シ
テ

い
よ
い
よ

ク

ク
シ
テ

スレ

エ
ン
ト

も

み
す
み
す

グ

レ
ノ

カ

レ

ナ
ラ
ン

解
法
の
ポ
イ
ン
ト

漢
詩
の
形
式
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□
⑷　

古
文
全
体
を
内
容
の
上
か
ら
、
出
来
事
を
述
べ
た
前
半
部
と
作
者
の

考
え
を
述
べ
た
後
半
部
の
二
つ
に
分
け
る
場
合
、
ど
こ
で
分
け
る
の
が
最
も
適
切
で
す

か
。
古
文
中
か
ら
、
後
半
部
の
最
初
の
五
字
を
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

□
⑸　

本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
教
訓
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

二
つ
の
こ
と
を
追
い
求
め
た
り
せ
ず
に
、
目
標
は
一
つ
に
定
め
な
い
と
い
け
な
い
。

イ　

一
度
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
未
練
が
ま
し
く
追
い
求
め
る
の
は
よ
く
な
い
。

ウ　

他
人
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
う
ら
や
ん
だ
り
し
て
、
欲
に
お
ぼ
れ
て
は
い
け
な
い
。

エ　

ど
ん
な
こ
と
に
対
し
て
も
、
失
敗
の
な
い
よ
う
に
用
心
深
く
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
文
の
書
き
下
し
文
を
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

□
⑴　

家　

書

抵あ
た　

万　

金

□
⑵　

低た　

頭　

思　

故　

郷

□
⑶　

走　

馬　

西　

来　

欲

到い
た　

天

構  

成

主  

題

2
書
き
下
し
文

ル二

ニ一

レ
テ

レ

ヲ

フ二

ヲ一

ラ
セ
テ

レ

ヲ

スレ

ラ
ン
ト

レ

ニ

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

　

あ
る
犬
、
肉
を
Ａ
く
は
へ
て
河
を
渡
る
。
ま
ん
中
ほ
ど
に
て
、
そ
の
影
、
水
に
映
り
て

大
き
に
見
え
け
れ
ば
、「
わ
が
く
は
ふ
る
所
の
肉
よ
り
大
き
な
る
」
と
心
得
て
、
❶
こ
れ

を
捨
て
て
か
れ
を
取
ら
ん
と
す
。
か
か
る
が
Ｂ
ゆ
ゑ
に
、
二
つ
な
が
ら
こ
れ
を
❷
失
ふ
。

そ
の
ご
と
く
、
＊
重
欲
心
の
輩

と
も
が
らは

、
他
の
財
を
う
ら
や
み
、
事
に
ふ
れ
て
む
さ
ぼ
る
ほ
ど

に
、
た
ち
ま
ち
天
罰
を
か
う
む
る
。
わ
が
持
つ
所
の
財
を
も
失
ふ
事
あ
り
け
り
。

〈「
伊
曾
保
物
語
」
よ
り
〉

（
注
）
重
欲
心
の
輩
＝
非
常
に
欲
張
り
な
人
。

□
⑴　

̶

線
Ａ
「
く
は
へ
て
」、
Ｂ
「
ゆ
ゑ
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
か

な
づ
か
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

Ａ

Ｂ

□
⑵　

̶

線
❶
「
こ
れ
を
捨
て
て
か
れ
を
取
ら
ん
と
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、

犬
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
場
合
、

に
入

る
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

　
　
〈
自
分
が
く
わ
え
て
い
る
肉
よ
り
も
、

か
ら
。〉

□
⑶　

̶

線
❷
「
失
ふ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
①
何
が
、
②
何
を
「
失
ふ
」

の
で
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
古
文
中
か
ら
漢
字
一
字
で
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

①

②

確

認

問

題

1

か
な
づ
か
い

内
容
理
解

内
容
理
解

5

SAM
PLE




