
国
語 

教
材
プ
リ
ン
ト 

 
三
年 

 

組 
 
 

番 

氏
名 

 
  

内
容 

 
 
 
 

①
熟
語 

 
 
 
 

②
和
語
・
漢
語
・
外
来
語 

     
 

 
 

準
備 

 
 

 
 

 

・
教
科
書 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
よ
く
わ
か
る
国
語
の
学
習 

 
 

 
 

 

・
学
習
漢
字
ノ
ー
ト 

   
 

 
 

進
め
方
の
例 

 
 

 
 

 

①
・
・
・
熟
語
の
読
み
方 

  
 

 
 

 

②
・
・
・
和
語
・
漢
語
・
外
来
語 

  
 

 
 

 

③
・
・
・
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
の
課
題 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

残
っ
て
い
る
ワ
ー
ク
や
漢
字
の
ペ
ー
ジ
な
ど 

   

                              
 



目
標 

 

①
熟
語
の
一
般
的
な
読
み
方
、
特
殊
な
読
み
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
。 

②
色
々
な
熟
字
訓
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
。 

 

準
備 

 

・
教
科
書 

四
十
一
・
四
十
二
ペ
ー
ジ 

・
よ
く
わ
か
る
国
語
の
学
習 

二
十
三
・
二
十
四
ペ
ー
ジ 

・
学
習
漢
字
ノ
ー
ト 

六
～
九
ペ
ー
ジ 

 

今
回
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
漢
字
に
つ
い
て
注
目
し
ま
す
。
既
に
習
っ
た
も
の

も
あ
り
ま
す
が
、
復
習
も
兼
ね
て
み
て
い
き
ま
す
。 

教
科
書
四
十
一
ペ
ー
ジ
を
開
き
な
が
ら
進
め
ま
し
ょ
う
。 

一 

訓
読
み 

 
 

昔
か
ら
日
本
で
使
わ
れ
て
い
た
和
語
（
わ
ご
）・
大
和
言
葉
（
や
ま
と
こ
と
ば
）
を
、 

漢
字
に
当
て
は
め
た
読
み
方
。 

 

簡
単
な
例
で
考
え
ま
す
。 

地
面
が
高
く
盛
り
上
が
っ
て
い
る
地
形
や
場
所
を
、
日
本
人
は
昔
か
ら
「
や
ま
」
と
呼
ん
で
い

ま
し
た
。
た
だ
し
漢
字
が
伝
わ
る
ま
で
、
日
本
人
は
「
言
葉
」
は
持
っ
て
い
て
も
「
字
」
を
も
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
音
声
だ
け
で
や
り
と
り
を
し
て
い
ま
し
た
。 

そ
こ
に
、
書
物
や
渡
来
人
と
と
も
に
漢
字
が
伝
わ
り
ま
す
。
漢
字
は
そ
も
そ
も
外
国
語
な
の
で
、

漢
字
が
表
し
て
い
る
も
の
と
和
語
が
指
す
も
の
を
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
使
え
ま
せ
ん
。 

中
国
の
人
々
が
、「
山
」
と
い
う
字
を
使
い
、「
サ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
ど
う
や
ら
私

達
が
「
や
ま
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
よ
う
だ
な
…
、
で
は
「
や
ま
」
を
表
し
た
い
と
き
は
「
山
」

と
い
う
字
を
使
お
う
、
と
い
う
作
業
を
我
々
の
祖
先
は
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
や
っ
て
、
中

国
語
で
あ
る
漢
字
に
、
日
本
独
自
の
読
み
方
を
与
え
て
い
き
ま
し
た
。 

こ
れ
が
訓
読
み
で
す
。 

山
＝
や
ま 

森
＝
も
り 

な
ど
。
和
語
は
比
較
的
簡
単
な
読
み
方
が
多
い
。 

二 

音
読
み 

 
 

あ
る
漢
字
の
中
国
で
の
読
み
方
を
、
日
本
人
が
聞
い
て
当
て
は
め
た
も
の
。 

 
 

山
＝
サ
ン
、
森
＝
シ
ン
、
な
ど 

 

訓
読
み
、
音
読
み
が
あ
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
日
本
と
中
国
で
同
じ
も
の
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。 

音
読
み
し
か
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。 

例
え
ば
「
菊
＝
き
く
」
は
音
読
み
で
、
訓
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。 

「
菊
」
と
い
う
花
そ
の
も
の
が
、
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
ま
で
日
本
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
す
。 

 
 三 

国
字
（
こ
く
じ
）・
和
製
漢
字
（
わ
せ
い
か
ん
じ
） 

日
本
で
作
ら
れ
た
漢
字
。
訓
読
み
し
か
な
い
も
の
が
多
い
。 

例
と
し
て
、
峠
（
と
う
げ
）
笹
（
さ
さ
）、
働
く
（
た
だ
し
音
読
み
「
ド
ウ
」
あ
り
）
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
日
本
人
が
漢
字
を
部
分
的
に
合
体
さ
せ
て
作
っ
た
と
言
え
ま
す
。 

 
 ★

こ
こ
か
ら
は
教
科
書
四
十
一
ペ
ー
ジ
の
内
容
で
す
。 

 

音
読
み
は
カ
タ
カ
ナ
、
訓
読
み
は
ひ
ら
が
な
で
示
し
ま
す
。 

四 

重
箱
読
み 

 
 

熟
語
の
う
ち
、
上
の
字
を
音
読
み
、
下
の
字
を
訓
読
み
し
た
も
の
。 

  

分
解
す
る
と
、 

重
（
ジ
ュ
ウ
・
音
） 

箱
（
ば
こ
・
訓
） 

で
す
。 

例 

台
所
（
ダ
イ
ど
こ
ろ
）・
本
屋
（
ホ
ン
や
）・
番
組
（
バ
ン
ぐ
み
） 

な
ど 

 

  
五 
湯
桶
読
み 

 
 

上
が
訓
読
み
、
下
が
音
読
み
の
読
み
方
。 

  
 

分
解
す
る
と
、
湯
（
ゆ
・
訓
） 

桶
（
ト
ウ
・
音
）
で
す
。 

 

例 

見
本
（
み
ホ
ン
）・
雨
具
（
あ
ま
グ
）・
野
宿
（
の
ジ
ュ
ク
） 

な
ど 



 
訓
読
み
は
も
と
も
と
の
日
本
語
、
音
読
み
は
も
と
も
と
の
中
国
語
と
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
性

質
か
ら
考
え
る
と
、
本
来
な
ら
上
が
音
読
み
な
ら
下
も
音
読
み
、
上
が
訓
読
み
な
ら
下
も
訓
読
み

と
い
う
の
が
自
然
で
す
。 

 

で
す
が
、
例
え
ば
重
箱
読
み
の
仕
事
（
シ
・
ご
と
）。「
事
」
を
音
読
み
し
て
「
シ
・
ジ
」
と
読

む
と
し
ま
す
。
「
シ
ジ
」
と
聞
い
て
ど
ん
な
漢
字
が
思
い
浮
か
び
ま
す
か
？ 

 

指
示
・
指
事
・
支
持
・
師
事
・
私
事
・
四
字
な
ど
、
音
だ
け
で
聞
く
と
何
を
指
す
の
か
わ
か
り

づ
ら
く
、
不
便
で
す
。 

 

そ
の
た
め
、
重
箱
読
み
や
湯
桶
読
み
の
よ
う
な
読
み
方
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

本
来
の
原
則
や
性
質
か
ら
離
れ
て
、「
日
本
語
で
通
じ
や
す
い
か
た
ち
」
に
姿
を
変
え
た
の
で
す

ね
。 

六 

熟
字
訓
（
じ
ゅ
く
じ
く
ん
） 

 

「
教
室
」
と
い
う
熟
語
は
、
教
（
キ
ョ
ウ
） 

＋ 

室
（
シ
ツ
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
字
ご
と

の
漢
字
の
読
み
方
を
単
純
に
く
っ
つ
け
て
「
キ
ョ
ウ
・
シ
ツ
」
と
読
み
ま
す
。 

校
庭
（
コ
ウ
・
テ
イ
）、
冷
蔵
庫
（
レ
イ
・
ゾ
ウ
・
コ
）
、
黒
板
（
コ
ク
・
バ
ン
）
な
ど 

  

し
か
し
、
梅
雨
（
つ
ゆ
）
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
梅
（
つ
） 

＋ 

雨
（
ゆ
）
と
い
う
よ
う
に
は

分
け
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
漢
字
一
字
ご
と
に
読
む
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
の
特
別
な
読

み
方
を
熟
字
訓
と
言
い
ま
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
決
ま
っ
た
字
の
組
み
合
わ
せ
の
時
に
し
か
読
ま

な
い
読
み
方
で
す
ね
。 

★
熟
字
訓
の
例 

 

十
八
番
（
お
は
こ
） 

海
月
・
水
母
（
く
ら
げ
）
・
一
昨
日
（
お
と
と
い
） 

な
ど 

 

こ
こ
か
ら
は
、
教
科
書
四
十
二
ペ
ー
ジ
の
問
題
を
見
な
が
ら
答
え
て
く
だ
さ
い
。 

練
習
問
題
１ 

熟
語
の
読
み
を
答
え
、
重
箱
読
み
、
湯
桶
読
み
の
も
の
を
番
号
で
選
び
ま
し
ょ
う
。 

解
答
欄 

 

重
箱
読
み
・
・
・ 

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

湯
桶
読
み
・
・
・ 

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

練
習
問
題
２ 

ア
は
音
で
、
イ
は
熟
字
訓
で
読
み
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

         
Ｐ
四
十
二 

練
習
問
題 

答
え 

１ 
 

①
き
ょ
う
こ
く 

②
ひ
が
た 

③
も
ち
ゅ
う 

④
た
ん
も
の 

⑤
あ
さ
せ 

⑥
に
し
き
え 

 

⑦
じ
ゅ
ん
す
い 
⑧
え
っ
け
ん 

 

⑨
ま
ゆ
だ
ま 

⑩
じ
ょ
う
ま
え 

⑪
ち
り
ょ
う 

⑫
ご
い
し 

 

⑩ ⑦ ④ ① 

   

 

 

 

 

 

 

⑪ ⑧ ⑤ ② 

   

 

 

 

 

 

 

⑫ ⑨ ⑥ ③ 

   

 

 

 

 

 

 

③ ① 

ア 

撲
滅 

   

ア 

甲
乙 

   

イ 

相
撲 

  

イ 

乙
女 

④ ② 

ア 

硫
酸 

  

ア 

崩
壊 

イ 

硫
黄 

  

イ 

雪
崩 



重
箱
読
み
…
④
タ
ン
も
の 

⑩
ジ
ョ
ウ
ま
え 

⑫
ゴ
い
し 

湯
桶
読
み
…
③
も
チ
ュ
ウ 

⑥
に
し
き
エ 

  

２ 

① 

ア 
こ
う
お
つ 

イ 

お
と
め 

② 

ア 

ほ
う
か
い 

イ 

な
だ
れ 

 
 

③ 

ア 

ぼ
く
め
つ 

イ 

す
も
う 

④ 

ア 

り
ゅ
う
さ
ん 

イ 

い
お
う 

 

そ
の
他
の
熟
字
訓
問
題
に
挑
戦 
（
難
し
い
の
で
、
読
め
な
く
て
も
気
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
） 

①
飛
鳥 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

 

②
弥
生 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

三
月
の
異
名
。
古
い
呼
び
方
。 

③
為
替 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

現
金
を
使
わ
ず
に
お
金
を
や
り
と
り
す
る
方
法
。 

④
鍛
冶 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

金
属
を
熱
し
た
り
た
た
い
た
り
し
て
形
を
つ
く
る
こ
と 

⑤
乳
母 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

母
乳
を
あ
げ
る
人 

⑥
意
気
地
（ 

 
 

 
 

 
 

） 

⑦
田
舎 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

簡
単
に
言
う
と
都
会
の
反
対 

⑧
真
面
目
（ 

 
 

 
 

 
 

） 
 

 

⑨
蚊
帳 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 

⑩
雑
魚 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 

⑪
砂
利 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 

⑫
数
珠 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

お
坊
さ
ん
が
よ
く
つ
け
て
い
ま
す 

⑬
師
走 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

十
二
月
の
異
名
。
古
い
呼
び
方
。 

⑭
草
履 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

今
で
言
う
サ
ン
ダ
ル 

⑮
山
車 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

お
み
こ
し
の
よ
う
な
も
の 

⑯
猛
者 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 

⑰
八
百
長
（ 

 
 

 
 

 
 

） 

い
か
さ
ま
の
こ
と 

⑱
行
方 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 
 

⑲
浴
衣 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 

⑳
老
舗 

（ 
 

 
 

 
 

 

） 

昔
か
ら
あ
る
お
店
。 

  

★
同
じ
漢
字
で
も
読
み
が
違
う
も
の
の
読
み
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

①
ア 

理
科
で
は
、
生
物
（ 

 
 

 
 

）
の
授
業
が
好
き
だ
。 

 

イ 

こ
れ
か
ら
暑
く
な
る
と
、
生
物
（ 

 
 

 
 

）
が
い
た
み
や
す
く
な
る
。 

 

②
ア 

体
調
が
悪
く
、
寒
気
（ 

 
 

 
 

）
が
す
る
。 

 

イ 

冬
は
、
日
本
列
島
に
寒
気
（ 

 
 

 
 

）
が
流
れ
込
ん
で
く
る
。 

 

③
ア 

火
は
小
さ
い
う
ち
に
消
火
さ
れ
た
。
大
事
（ 

 
 

 

）
に
な
ら
な
く
て
よ
か
っ
た
ね
。 

 

イ 

も
っ
と
自
分
の
体
を
大
事
（ 

 
 

 

）
に
し
よ
う
。 

 

④
ア 

誰
だ
、
ご
み
を
ち
ゃ
ん
と
分
別
（ 

 
 

 
 

）
し
な
い
の
は
。 

 

イ 

善
し
悪
し
の
分
別
（ 

 
 

 
 

）
を
つ
け
ら
れ
る
人
で
あ
り
た
い
。 

  
 

答
え
①
ア
、
な
ま
も
の 

イ
、
セ
イ
ブ
ツ 

②
ア
、
さ
む
け 

イ
、
カ
ン
キ 

 
 

 
 

③
ア
、
お
お
ご
と 

イ
、
ダ
イ
ジ 

④
ア
、
ブ
ン
ベ
ツ 

イ
、
フ
ン
ベ
ツ 

音
読
み
と
訓
読
み
で
意
味
が
違
っ
た
り
、
同
じ
音
読
み
で
も
複
数
の
読
み
が
あ
っ
た
り
し
ま
す

ね
。
漢
字
は
意
味
と
音
を
表
す
文
字
＝
表
語
文
字
（
ひ
ょ
う
ご
も
じ
）
で
あ
る
た
め
、
こ
う
い
っ

た
使
い
分
け
が
生
ま
れ
ま
す
。 

同
じ
よ
う
な
問
題
を
以
前
の
家
庭
学
習
課
題
で
出
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
復
習
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

こ
の
プ
リ
ン
ト
が
終
わ
っ
た
人
は
、
ワ
ー
ク
二
十
三
・
二
十
四
ペ
ー
ジ
と
、
学
習
漢
字
ノ
ー
ト
六

～
九
ペ
ー
ジ
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。
ど
ち
ら
も
、
自
分
の
判
断
で
ど
ん
ど
ん
進
め
て
く
だ
さ
い
。

特
に
漢
字
は
授
業
の
進
み
方
に
関
係
な
く
進
め
や
す
い
で
す
。 

ふ
り
か
え
り 

 
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。 

①
熟
語
の
一
般
的
な
読
み
方
、
特
殊
な
読
み
方
に
つ
い
て
理
解
で
き
ま
し
た
か
。 

・
で
き
た 
・
ま
あ
ま
あ
で
き
た 

・
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た 

・
で
き
な
か
っ
た 

 

②
色
々
な
熟
字
訓
を
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
。 

・
で
き
た 

・
ま
あ
ま
あ
で
き
た 

・
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た 

・
で
き
な
か
っ
た 



感
想
・
要
望
な
ど
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

       

そ
う
言
え
ば
…
毎
回
の
課
題
に
、
名
前
を
書
き
忘
れ
る
人
が
学
年
に
三
人
ほ
ど
い
ま
す
。 

百
六
十
人
中
三
人
、
ク
ラ
ス
に
一
人
、
い
る
か
い
な
い
か
…
と
い
う
人
数
で
す
。 

名
前
を
書
い
た
か
も
う
一
度
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
名
前
は
、
ど
ん
な
場
面
で
も
て
い
ね
い
に
書

き
ま
し
ょ
う
。 

★
休
校
明
け
の
確
認
テ
ス
ト
に
つ
い
て 

範
囲 

・
漢
文 

レ
点
、
一
二
点
、
上
下
点
、
書
き
下
し 

・
熟
語
の
読
み
方 

（
教
科
書
、
ワ
ー
ク
、
こ
の
プ
リ
ン
ト
で
出
て
き
た
も
の
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

音
読
み
、
訓
読
み
の
読
み
方 

・
和
語
、
漢
語
、
外
来
語 

そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
、
組
み
合
わ
せ
な
ど 

・
漢
字 

（
学
習
漢
字
ノ
ー
ト 

二
～
九
ペ
ー
ジ
） 

 

実
施
時
期 

 

予
定
通
り
六
月
一
日
か
ら
学
校
が
再
開
し
た
場
合
、
一
週
目
か
二
週
目
に
行
う
予
定
で
す
。 

 
 

一
周
目
の
授
業
で
は
、
主
に
漢
文
、
論
語
を
行
う
予
定
で
す
。 

 
 

書
き
下
し
の
法
則
や
、
返
り
点
な
ど
を
中
心
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

      

                  

            



和
語
・
漢
語
・
外
来
語 

 

最
後
に
課
題
が
あ
り
ま
す
。 

三
年 

 
 

組 
 

番 

氏
名
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

目
標 

 

①
日
本
語
を
構
成
す
る
言
葉
の
種
類
と
そ
の
性
質
を
知
る
。 

 

②
日
本
語
と
外
国
の
言
葉
の
関
係
性
を
知
る
。 

準
備 

 

① 

教
科
書 

六
十
三
・
六
十
四
ペ
ー
ジ 

 

② 

ワ
ー
ク 

四
十
・
四
十
一
ペ
ー
ジ 

 

③ 

漢
字
ワ
ー
ク 

十
四
・
十
五
ペ
ー
ジ 

 

日
本
語
の
簡
単
な
歴
史 

 

大
昔
の
日
本
に
は
、
言
葉
は
あ
っ
て
も
、
文
字
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

一
世
紀
頃 

中
国
語
が
書
か
れ
た
貨
幣
（
お
金
）
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
さ
れ
ま
す
が
、 

当
時
の
日
本
人
が
文
字
と
認
識
し
た
か
は
不
明
で
す
。 

 

三
世
紀
頃 

邪
馬
台
国
と
中
国
（
魏
）
の
交
流
が
始
ま
る
の
で
、
日
本
に
も
文
字
を
扱
え
る 

人
が
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

四
世
紀
頃 

現
存
最
古
の
漢
字
資
料
、
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
が
作
ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。
剣 

に
掘
ら
れ
た
「
獲
加
多
支
鹵
」
と
い
う
文
字
は
…
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
で
す
ね
。 

 

五
世
紀
頃 

正
式
に
漢
字
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
五
三
八
年
頃
と
さ
れ
ま
す
。
仏
教
と
漢
字
が 

一
緒
に
伝
来
し
ま
し
た
。
日
本
で
文
字
の
時
代
が
始
ま
り
ま
す
。 

 
 そ

れ
で
は
、
今
の
日
本
語
を
構
成
し
て
い
る
言
葉
を
、
三
つ
に
分
け
て
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

動
画
を
観
た
い
人
はyo

u
tu

b
e

で
「
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
」
と
検
索 

 

も
し
く
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
る 

 

一 

和
語
（
わ
ご
） 

 

も
と
も
と
日
本
に
あ
る
言
葉
。
大
和
言
葉
（
や
ま
と
こ
と
ば
）
と
も
言
う
。
意
味
が
と
ら

え
や
す
い
。
漢
字
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
和
語
を
漢
字
に
当
て
る
よ
う
に

な
っ
た
。 

こ
う
い
っ
た
漢
字
の
読
み
方
を
訓
読
み
と
言
う
。 

 
 

【
例
】 

山
（
や
ま
） 

食
べ
る 

優
し
い 

そ
れ 

 

 

二 

漢
語
（
か
ん
ご
） 

 

中
国
語
の
発
音
で
あ
る
音
読
み
が
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
。
漢
字
で
書
き
表
す
。
和
語
に
比
べ
硬

い
印
象
を
も
ち
、
抽
象
的
、
専
門
的
な
内
容
が
多
い
。 

 
 

【
例
】
生
活 

言
語 

訴
訟 

★
音
読
み
の
特
徴
→
「
河
（
か
）」「
左
（
さ
）」
な
ど
一
音
か
、「
海
（
か
い
）」 

「
高
（
こ
う
）」
な
ど
、「
い
・
う
・
き
・
く
・
ち
・
つ
・
ん
」
の
音
で
終
わ
る
も
の
が
多
い
。 

 

★
和
製
漢
語
（
わ
せ
い
か
ん
ご
） 

 

そ
も
そ
も
中
国
語
に
は
な
く
、
日
本
人
が
作
り
、
音
読
み
し
た
も
の
。 

【
例
】 

 
○
大
根
…
「
お
お
ね
」
と
読
み
、
大
根
と
い
う
字
を
当
て
て
い
た
が
、
の
ち
に
「
ダ
イ
コ
ン
」
と

い
う
音
読
み
が
定
着
。 

 

○
哲
学
・
科
学
・
社
会
な
ど 

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
明
治
時
代
に
西
洋
の
文
化
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
時
期
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

逆
を
言
う
と
、
た
と
え
ば
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
に
対
応
す
る
語
が
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。 



言
葉
と
い
う
「
器
（
う
つ
わ
）」
が
な
い
と
、
人
は
そ
の
言
葉
が
表
す
「
中
身
」
そ
の
も
の
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
、
認
識
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
当
時
の
人
々
は
、
新
し
い
西
洋

の
考
え
（
＝
中
身
）
を
考
え
、
日
本
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
新
し
い
「
器
＝
言
葉
」
を
た
く
さ

ん
生
み
だ
し
た
の
で
す
ね
。 

 

※
ち
な
み
に
、「
野
球
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。「
バ
ッ
タ
ー
」「
ス
ト
レ
ー
ト
」
な
ど
を
「
打
者
」「
直

球
」
な
ど
の
日
本
語
に
置
き
換
え
た
の
は
、
有
名
な
俳
人
の
「
正
岡 

子
規
（
ま
さ
お
か 

し
き
）」

で
し
た
。 

 

和
語
と
漢
語
の
比
較 

 

和
語 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

漢
語 

 

新
し
い
お
知
ら
せ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

最
新
の
報
道 

 

新
し
い
野
菜 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

新
鮮
な
野
菜 

             

★
次
の
「
人
気
」
を
な
ん
と
読
み
ま
す
か
？ 

①
あ
の
芸
能
人
は
と
て
も
人
気
（ 

 
 

 
 

）
が
あ
る 

②
こ
の
通
り
は
、
夕
方
に
な
る
と
人
気
（ 

 
 

 
 

）
が
な
く
な
る 

 

→
①
に
ん
き 

②
ひ
と
け 

で
す
ね
。 

日
本
語
話
者
（
＝
日
本
語
を
話
す
人
）
は
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
瞬

時
に
判
断
し
て
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

三 

外
来
語
（
が
い
ら
い
ご
） 

…
主
に
中
国
語
以
外
で
日
本
に
入
っ
て
き
た
言
葉
。 

次
の
表
の
①
～
⑤
に
入
る
国
名
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
答
え
は
次
の
ペ
ー
ジ
で
す
。 

 

            

 

江
戸
時
代 

室
町
時
代
末
期 

入
っ
て
き
た
時
代 

音
楽 

医
学
・
登
山 

芸
術
・
服
飾
・
料
理 

使
わ
れ
る
分
野 

コ
ー
ヒ
ー
・
ア
ル
コ
ー
ル 

パ
ン
・
ボ
タ
ン
・
タ
バ
コ 

言
葉 

オ
ペ
ラ
・
ソ
プ
ラ
ノ
・
テ
ン
ポ 

ガ
ー
ゼ
・
ワ
ク
チ
ン
・
ザ
イ
ル 

デ
ッ
サ
ン
・
ズ
ボ
ン
・
マ
ヨ
ネ
ー
ズ 

言
葉 

⑤ ④ も
と
は
何
語
か
？ 

③ 
 

 
  

② 
 

 
  

① 
 

 
 

も
と
は
何
語
か
？ 

・
使
用
範
囲
が
広
く
便
利 

・
身
近
、
私
的 

な
内
容
を
表
す 

 

意
味
の
違
い
が 

分
か
り
や
す
い 

・
社
会
制
度
、 

専
門
知
識
を
表
す 

・
公
的
な
内
容
を
表
す 



答
え
…
①
フ
ラ
ン
ス
②
ド
イ
ツ
③
イ
タ
リ
ア
④
ポ
ル
ト
ガ
ル
⑤
オ
ラ
ン
ダ 

 
①
日
本
と
そ
の
国
の
交
流
が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
に
、 

そ
の
「
物
」
と
「
言
葉
」
が
一
緒
に
入
っ
て
き
て
い
る
。 

②
あ
る
国
で
あ
る
分
野
が
発
展
し
て
い
た
場
合
、 

日
本
語
も
強
く
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。 

 

★
次
の
外
来
語
は
、
も
と
は
何
語
で
し
ょ
う
？ 

（
１
）
ロ
マ
ン
（
浪
漫
）
＝
（ 

 
 

 
 

 
）
語 

（
２
）
イ
ク
ラ
＝
（ 

 
 

 
 

 

）
語 

（
３
）
て
ん
ぷ
ら
（
天
麩
羅
）
＝
（ 

 
 

 
 

 
）
語 

（
４
）
ガ
ラ
ス
・
ガ
ス
＝
（ 

 
 

 
 

 

）
語 

 

様
々
な
外
国
語
が
日
本
語
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。 

※
答
え
（
１
）
フ
ラ
ン
ス
（
２
）
ロ
シ
ア
（
３
）
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
４
）
オ
ラ
ン
ダ 

★
和
製
外
来
語
（
わ
せ
い
が
い
ら
い
ご
） 

 

日
本
で
作
ら
れ
た
、
外
国
語
に
似
た
言
葉
。
海
外
で
通
じ
な
い
こ
と
が
多
い
。 

【
例
】
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
・
ベ
ビ
ー
カ
ー
・
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク 

な
ど 

ち
な
み
に
英
語
で
言
う
と 

（
１
）
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド 

・
・
・ 

ガ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

（
２
） 

ベ
ビ
ー
カ
ー 

・
・
・ 

ス
ト
ロ
ー
ラ
ー 

（
３
）
ト
イ
レ 

・
・
・ 

レ
ス
ト
ル
ー
ム
・
バ
ス
ル
ー
ム 

な
ど 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

英
語
の
ト
イ
レ
ッ
ト
は
便
器
を
意
味
す
る
そ
う
で
す
。 

（
４
）
サ
ラ
リ
ー
マ
ン 

・
・
・ 

オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
カ
ー 

外
国
語
を
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
解
釈
し
、
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。 

★
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
の
よ
う
に
、
あ
る
言
語
を
構
成
す
る
言
葉
の

種
類
を

語
種
（
ご
し
ゅ
）
と
言
い
ま
す
。 

 

番
外
編 

混
種
語
（
こ
ん
し
ゅ
ご
） 

和
語
・
漢
語
・
外
来
語
な
ど
、
複
数
の
語
種
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
単
語
。 

次
の
単
語
の
組
み
合
わ
せ
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

例 

ス
テ
イ
ホ
ー
ム
週
間 

＝ 

外
来
語 

＋ 

漢
語 

（
１
）
ガ
ラ
ス
窓 

＝
（ 

 
 

 
 

）
＋
（ 

 
 

 
 

） 

（
２
）
食
パ
ン 

 

＝
（ 

 
 

 
 

）
＋
（ 

 
 

 
 

） 

（
）
取
扱
説
明
書
＝
（ 

 
 

 
 

）
＋
（ 

 
 

 
 

） 

（
４
）
パ
ン
食
い
競
争
＝
（ 

 
 

 
 

）
＋
（ 

 
 

 
 

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

＋
（ 

 
 

 
 

） 

 
答
え
（
１
）
外
来
語
＋
和
語 

（
２
）
漢
語
＋
外
来
語 

（
３
）
和
語
＋
漢
語   

（
４
）
外
来
語
＋
和
語
＋
漢
語 

     



確 

認 

問 

題 

教
科
書
六
十
三
ペ
ー
ジ
の
「
サ
ッ
カ
ー
部
、
親
善
試
合
に
勝
利
」
と
い
う
文

を
区
切
り
ま
し
た
。
区
切
っ
た
言
葉
を
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
に
分
け
ま
し
ょ
う
。 

和
語
な
ら
線
（
―
）、
漢
語
な
ら
波
線
（
～
）、
外
来
語
な
ら
点
線
（
…
）、
を
引
き
、
混
種
語
は

○
で
囲
い
ま
し
ょ
う
。「
の
」
や
「
が
」
な
ど
何
度
も
出
て
く
る
も
の
は
、
二
回
目
以
降
は
と
ば
し

て
く
だ
さ
い
。 

先
週 

の 

日
曜 
日
、 

我 

が 

校 

の 

サ
ッ
カ
ー
部 

は
、 

姉
妹
都
市 

の 

オ
ラ
ン
ダ 

の 

中
学
校 

と 

親
善 

試
合 

を 
 

行
っ
た
。 

試
合 

が 

動
い
た
の
は
、
後
半
が 

始
ま
っ
た 

直
後
。 

我
が
校 

の 

エ
ー
ス 

が 

放
っ
た 

ヘ
ッ
デ
ィ
ン
グ
シ
ュ
ー
ト 

だ
っ
た
。
そ
れ
が 

決
勝
点 

と 

な
り
、
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
。 

両 

チ
ー
ム 

の 

イ
レ
ブ
ン 

は
、
試
合
終
了
後
、
お
互
い 

の 
 

健
闘 

を 

た
た
え
合
い
、
笑
顔 

で 

ユ
ニ
ホ
ー
ム 
を 
交
換
し
た
。 

★
語
種
の
使
い
分
け 

次
の
言
葉
は
ど
れ
も
同
じ
よ
う
な
意
味
で
す
が
、
語
種
が
変
わ
る
と
印
象
が
変
わ
り
ま
す
ね
。

比
べ
た
時
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
印
象
を
も
ち
ま
す
か
？
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、（ 

 

）
の
中
に

書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

極
端
で
不
自
然
な
例
で
す
が
… 

 

①
和
語
中
心
の
文 

→
き
ま
り
を
ち
ゃ
ん
と
守
っ
て
、
建
物
の
中
で
は
ふ
さ
わ
し
い
速
さ
で
歩
こ
う
。 

  

②
漢
語
中
心
の
文 

→
規
則
を
遵
守
（
じ
ゅ
ん
し
ゅ
）
し
、 

建
造
物
内
で
は
適
切
な
速
度
で
歩
行
し
よ
う
。 

  

③
外
来
語
中
心
の
文 

→
ル
ー
ル
を
オ
ブ
サ
ー
ブ
し
て
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
で
は
ジ
ャ
ス
ト
な 

ス
ピ
ー
ド
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し
よ
う
。
（
か
な
り
変
で
す
ね
） 

 

そ
れ
ぞ
れ
与
え
る
印
象
が
違
い
ま
す
ね
。 

   

混
種
語 

日
曜
日
（
漢
語
・
和
語
） 

サ
ッ
カ
ー
部
（
外
来
語
＋
漢
語
） 

試
合
（
漢
語
＋
和
語
） 

交
換
し
た
（
漢
語
＋
和
語
） 

外
来
語 

オ
ラ
ン
ダ 

エ
ー
ス 

ヘ
ッ
デ
ィ
ン
グ
シ
ュ
ー
ト 

タ
イ
ム
ア
ッ
プ 

チ
ー
ム 

イ
レ
ブ
ン 

ユ
ニ
ホ
ー
ム 

  

漢
語 

先
週 

校 

姉
妹
都
市 

中
学
校 

親
善 

後
半 

直
後 

決
勝
点 

両 

終
了
後 

健
闘 

交
換 

和
語 

の 

が 

我 

は 

と 

を 

行
っ
た 

動
い
た
の
は 

始
ま
っ
た 

 
放
っ
た 

だ
っ
た 

そ
れ
が 

な
り 

お
互
い
の 

た
た
え
合
い 

笑
顔 

で 

  
ル
ー
ル 

規
則 

き
ま
り 

言
葉 

外
来
語 

漢
語 

和
語 

語
種 

   

言
葉
か
ら
受
け
る
印
象
（
イ
メ
ー
ジ
） 



ち
な
み
に 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
英
英
辞
典
（
英
語
を
別
の
英
語
に
置
き
換
え
る
辞
典
）
に
も
載
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。（
た
だ
し
、「
日
本
の
」
会
社
員
と
い
う
意
味
が
強
い
。
） 

ま
た
、「
主
義
、
資
本
、
階
級
、
思
想
、
政
治
、
経
済
、
文
明
、
文
化
」
な
ど
は
日
本
で
作
ら

れ
、
次
第
に
中
国
語
に
定
着
し
て
い
っ
た
言
葉
で
す
。
意
外
で
す
ね
。 

他
に
も
、
カ
ラ
オ
ケ
、
ス
シ
と
い
っ
た
言
葉
は
英
語
で
もk

a
ra

o
ke

、su
sh

i

と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
。 

 

今
回
は
、 

①
日
本
語
が
外
国
と
の
関
係
の
中
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
（
そ
も
そ
も
漢
字
が
外
国
語
） 

②
言
葉
の
種
類
、
性
質 

に
つ
い
て
扱
い
ま
し
た
。
言
語
は
互
い
に
作
用
し
あ
い
ま
す
。 

 

 

最
後
に
、
最
近
、
新
し
い
言
葉
が
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
て
い
ま
す
ね
。
コ
ロ
ナ
禍
、
ス
テ
イ
ホ

ー
ム
週
間
、
東
京
ア
ラ
ー
ト
、
大
阪
モ
デ
ル
…
。 

 

一
つ
の
言
葉
を
聞
き
、
多
く
の
人
が
同
じ
こ
と
を
連
想
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
明
治
期
に

西
洋
の
言
葉
を
科
学
や
哲
学
と
訳
し
た
こ
と
に
少
し
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
葉
の
便
利
な

一
面
で
す
ね
。 

こ
の
よ
う
に
、「
器
」
を
作
る
こ
と
で
「
中
身
」
に
つ
い
て
考
え
や
す
く
な
る
と
い
う
の
は
、

今
で
も
ご
く
自
然
と
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

 
 

た
だ
、
こ
の
「
カ
タ
カ
ナ
」
の
部
分
、
日
本
語
に
置
き
換
え
ら
れ
ま
す
か
？ 

 

ス
テ
イ
ホ
ー
ム
週
間 

→ 

在
宅
週
間 

家
に
い
よ
う
週
間 

 
 

大
阪
モ
デ
ル 

→ 

大
阪
形
式
、
大
阪
型 

東
京
ア
ラ
ー
ト 

→ 

東
京
警
報
、
東
京
警
戒
状
態 

 

カ
タ
カ
ナ
が
つ
く
と
、
少
し
進
ん
で
い
る
、
新
鮮
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
（
や
す
い
傾
向
に
あ

り
）
ま
す
。
そ
の
た
め
、
印
象
に
も
残
り
や
す
い
で
す
し
、
企
業
や
政
治
家
、
メ
デ
ィ
ア
も
盛

ん
に
使
い
ま
す
。
そ
れ
が
い
い
か
悪
い
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
効
果
や
理
由
を
、
少
し
考
え
て

み
て
く
だ
さ
い
。 

 

和
語
、
漢
語
、
外
来
語
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
切
な
使
い
方
、
利
用
場
面
が
あ
り
ま
す
。 

そ
う
い
っ
た
言
葉
の
使
い
方
に
意
識
を
向
け
て
い
く
と
、
日
本
語
の
見
え
方
が
変
わ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

 

ふ
り
か
え
り 

あ
て
あ
ま
る
も
の
に
○
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。 

①
日
本
語
を
構
成
す
る
言
葉
の
種
類
と
そ
の
性
質
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
。 

Ａ
、
で
き
た 

Ｂ
、
ま
あ
ま
あ
で
き
た 

Ｃ
、
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た 

Ｄ
、
で
き
な
か
っ
た 

 

②
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
。 

Ａ
、
で
き
た 

Ｂ
、
ま
あ
ま
あ
で
き
た 

Ｃ
、
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た 

Ｄ
、
で
き
な
か
っ
た 

 

感
想 

和
語
・
漢
語
・
外
来
語
に
つ
い
て
、
課
題
を
や
っ
た
り
教
科
書
を
読
ん
だ
り
し
た
う
え

で
の
感
想
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

     



課 

題
「
言
葉
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
」 

や
り
方 
後
ろ
に
や
り
か
た
の
例
を
載
せ
て
い
ま
す
。 

①
大
阪
モ
デ
ル
、
東
京
ア
ラ
ー
ト
な
ど
、
カ
タ
カ
ナ
語
が
混
じ
っ
て
い
る
言
葉
を
探
す
。 

②
使
用
場
面
や
発
信
者
、
意
味
、
い
つ
で
き
た
か
、
な
ど
を
調
べ
る 

③
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
の
本
来
の
意
味
を
調
べ
、
日
本
語
に
し
た
場
合
と
比
べ
る 

 
 

例 

大
阪
モ
デ
ル 

↔
 

大
阪
型 

 

最
後
に
、
比
べ
て
み
て
、
そ
の
効
果
や
、
そ
の
言
葉
に
対
し
て
の
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。 

正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
身
の
周
り
の
言
葉
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

                   

                             

①
選
ん
だ
言
葉 

 

②
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
情
報 

 

③
そ
の
言
葉
を
す
べ
て
日
本
語
に
す
る
と
… 

 

④
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と 

 



課 

題
「
言
葉
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
」
や
り
方
の
例 

や
り
方 

①
大
阪
モ
デ
ル
、
東
京
ア
ラ
ー
ト
な
ど
、
カ
タ
カ
ナ
語
が
混
じ
っ
て
い
る
言
葉
を
探
す
。 

②
使
用
場
面
や
発
信
者
、
意
味
、
い
つ
で
き
た
か
、
な
ど
を
調
べ
る 

③
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
の
本
来
の
意
味
を
調
べ
、
日
本
語
に
し
た
場
合
と
比
べ
る 

 
 

例 

大
阪
モ
デ
ル 

↔
 

大
阪
型 

 

最
後
に
、
比
べ
て
み
て
、
そ
の
効
果
や
、
そ
の
言
葉
に
対
し
て
の
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。 

正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
身
の
周
り
の
言
葉
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

    

①
選
ん
だ
言
葉 

大
阪
モ
デ
ル 

②
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
情
報 

 

二
〇
二
〇
年
、
大
阪
府
の
吉
村
知
事
が
発
表
し
た
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
で
の
自
粛
要
請
や
解
除
、
対
策
に
つ
い
て
大

阪
独
自
の
基
準
を
示
し
た
も
の
。 

具
体
的
な
数
字
を
示
し
た
こ
と
や
、
太
陽
の
塔
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
す

る
色
で
そ
の
日
の
達
成
度
を
「
見
え
る
化
」
し
た
こ
と
で
注
目
を
浴
び

た
。 

 

③
そ
の
言
葉
を
す
べ
て
日
本
語
に
す
る
と
… 

大
阪
型
・
大
阪
手
本 

 

④
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と 

モ
デ
ル
と
い
う
言
葉
に
は
、
標
準
と
な
る
も
の
、
手
本
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。 

 

あ
え
て
モ
デ
ル
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
理
由
は
、「
型
式
」
や
「
手
本
」
と
直
訳
す
る
よ

り
も
「
モ
デ
ル
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
受
け
取
り
や
す
い
し
、
日
本
語
に
も
定
着
し
て
い
る

か
ら
だ
と
考
え
た
。 

 

そ
れ
に
、
カ
タ
カ
ナ
が
入
る
と
新
し
さ
を
感
じ
る
た
め
、
大
阪
府
は
進
ん
で
い
る
こ
と
を

や
っ
て
い
ま
す
、
と
い
う
印
象
も
受
け
る
。 

 

な
に
よ
り
大
阪
モ
デ
ル
と
い
う
言
葉
は
使
い
や
す
い
。
そ
れ
は
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ

や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
。
確
か
に
、
多
く
の
人
は
モ
デ
ル
と
聞
い
た
ら
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
デ

ル
が
思
い
浮
か
ぶ
か
ら
、
意
味
が
と
ら
え
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ま
ず
は
覚
え
や

す
く
て
、
人
々
に
広
ま
る
よ
う
な
響
き
が
大
事
だ
。（
そ
う
考
え
る
と
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ

デ
ル
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
見
本
に
な
る
人
と
い
う
意
味
な
の
か
、
と
ふ
と
思
っ
た
。〉 

 

コ
ロ
ナ
対
策
は
一
部
の
人
が
取
り
組
む
だ
け
で
は
効
果
が
薄
い
。 

多
く
の
人
が
目
的
意
識
を
も
っ
て
取
り
組
む
た
め
に
も
、
大
阪
モ
デ
ル
と
い
う
言
葉
の

組
み
合
わ
せ
は
と
て
も
良
い
と
思
っ
た
。 

 
※
例
で
は
肯
定
的
に
と
ら
え
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
批
判
的
に
書
い
て
も
良
い
で
す
。 

 


