
報
告
課
題
⑥ 

第
２
回
テ
ス
ト
に
向
け
て
（
復
習
プ
リ
ン
ト
） 

 

●
表
面 

 

一
、
学
習
書
の
現
代
語
訳
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
注
意
が
あ
る
が
、
学
習
書
に
は
現
代
語
で
分
か
り
や
す
く

な
る
よ
う
、
補
わ
れ
た
語
句
が
あ
る
。
本
文
の
古
文
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
雰
囲
気
を
感
じ
取

り
た
い
。 

 

三
、
出
題
文
を
よ
く
読
む
こ
と
。「
教
科
書
」
本
文
か
ら
抜
き
出
す
問
題
で
あ
る
。
学
習
書
の
設
問
の 

解
説
か
ら
は
抜
き
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。（
全
く
違
う
表
現
な
の
で
学
習
書
か
ら
抜
き
出 

し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
し
ま
う
。）
学
習
書
か
ら
抜
き
出
し
た
場
合
は
や
り
直
し
（
再
提 

出
）
と
す
る
。 

  

四
、
答
え
方
に
注
意
！ 

 
 
 

「
現
代
仮
名
遣
い
で
書
き
な
さ
い
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
現
代
語
訳
し
な
さ
い
」
と
混
同
し
て
い
る

人
が
い
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。 

 

 
 
 

（
例
）
い
と
や
む
ご
と
な
き
際き

は

に
は
あ
ら
ぬ
が
（
源
氏
物
語
・
桐
壷
）
を
（
１
）
現
代
仮
名
遣
い
、

（
２
）
現
代
語
訳
で
そ
れ
ぞ
れ
答
え
る
と
…
。 

  
 

（
１
）
い
と
や
ん
ご
と
な
き
き
わ
に
は
あ
ら
ぬ
が
…
現
代
の
我
々
が
日
常
使
う
か
な
に
す
る
こ
と
。 

 
 

（
２
）
あ
ま
り
高
貴
で
は
な
い
身
分
の
方
で
…
現
代
人
が
耳
で
聞
い
て
通
じ
る
言
葉
に
す
る
こ
と
。 

  
 

四
、
を
そ
れ
ぞ
れ
「
現
代
語
訳
」
す
る
問
題
が
出
て
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
く
こ
と
。 

 

五
、
品
詞
と
は
教
科
書
Ｐ
二
五
六
下
段
の
緑
色
の
表
の
太
字
（
10
種
類
）
の
語
句
の
こ
と
。
学
習
書
下
段 

の
説
明
に
あ
る
「
○
○
詞
」
と
い
う
語
句
を
抜
き
出
し
て
レ
ポ
ー
ト
に
写
せ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
こ
こ 

で
の
課
題
で
あ
る
。
大
学
入
試
を
目
指
す
人
は
、
そ
れ
以
上
に
詳
し
い
学
習
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。 

 
 
 

七
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
成
立
年
代
、
作
者
、
趣
意
、
内
容
に
つ
い
て
は
押
さ
え
て
お
く
こ
と
。 

 

八
、
誤
字
に
注
意
！ 

 
 

観
…
考
え
方
、
物
の
と
ら
え
方 

 
 

感
…
感
じ
方 

 
 

※
こ
こ
で
は
「
無
常
」
と
い
う
考
え
方
は
ど
ん
な
考
え
方
か
を
説
明
す
る
こ
と
。 

 

●
裏
面 

 

一
、「
作
品
中
の
読
み
方
で
記
す
こ
と
。」
と
い
う
注
意
書
き
が
あ
る
の
で
、
普
段
の
会
話
の
よ
う
な
、
児 

（
こ
）、
指
（
ゆ
び
）、
頭
（
あ
た
ま
）、
殿
上
童
（
で
ん
じ
ょ
う
ど
う
）、
装
束
（
し
ょ
う
ぞ
く
）
で
は
な
い
、 

こ
と
に
注
意
。 

  

二
、
高
校
一
年
生
段
階
で
、「
動
詞
」「
形
容
詞
」「
形
容
動
詞
」
は
完
璧
に
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
品
詞 

で
あ
る
。 



・「
動
詞
」
…
あ
り
、
を
り
、
は
べ
り
、
い
ま
そ
が
り 

の
四
つ
以
外
は
全
て
「
ｕウ

」
の
音
で
終
わ
る
。 

（
例
）
届
く
、
走
る
、
読
む
…
な
ど
。 

  
 

「
形
容
詞
」
…
現
代
語
「
い
」
で
終
わ
る
。（
例
）
楽
し
い
、
嬉
し
い
、
正
し
い 

 
 
 
 
 
 
 

…
古
語
「
し
」
で
終
わ
る
。（
例
）
楽
し
、
嬉
し
、
正
し 

 
 
 

「
形
容
動
詞
」
…
現
代
語
「
だ
」
で
終
わ
る
。（
例
）
親
切
だ
、
静
か
だ 

 
 
 
 
 
 
 

…
古
語
「
な
り
」（
ま
た
は
「
た
り
」）
で
終
わ
る
。（
例
）
親
切
な
り
、
堂
々
た
り 

 

三
、
答
え
方
に
注
意
！ 

 

〈
例
〉
～
～
「
様
子
」。
と
あ
る
の
で
①
～
⑤
の
文
末
も
「
～
～
様
子
。」
に
揃
え
る
こ
と
。 

 

 
 
 
 

五
、
①
、
②
そ
れ
ぞ
れ
終
止
形
で
答
え
る
こ
と
に
注
意
！ 

語
尾
が
形
容
詞
の
場
合
は
「
し
」、
形
容
動
詞
の
場
合
は
「
な
り
」（
ま
た
は
「
た
り
」
と
な
る
語
も 

あ
る
）
と
な
る
。 

 

六
、
清
少
納
言
と
紫
式
部
の
対
比
に
つ
い
て
は
表
に
し
て
覚
え
る
方
法
が
あ
る
。
二
人
が
同
時
代
の
人
で
あ

っ
た
（
平
安
時
代
中
期
に
一
条
天
皇
に
仕
え
た
）
と
知
っ
て
お
く
だ
け
で
も
、
別
々
に
覚
え
る
よ
り
楽
で

あ
る
。 

 ち
ょ
っ
と
休
憩 

 

※
「
今
で
し
ょ
！
」
の
セ
リ
フ
で
有
名
に
な
り
、
各
メ
デ
ィ
ア
で
活
躍
中
の
予
備
校
講
師
「
林
修
」
さ
ん
。

こ
の
人
の
「
お
さ
む
」
と
い
う
名
前
は
、「
お
さ
め
る
」
と
い
う
現
代
語
の
動
詞
が
、
古
語
の
「
お
さ
む
」

と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

○
現
代
語
動
詞
「
お
さ
め
る
」
か
ら
古
語
動
詞
「
お
さ
む
」
を
導
く
と
左
の
よ
う
に
な
る
。 

  
 

（
１
）
お
さ
め
る 

→ 

語
尾
の
「
る
」
を
取
る
。 

→ 

「
お
さ
め
」
と
な
る
。 

 
 

（
２
）
お
さ
め 

 

→ 

残
っ
た
語
尾
の
「
め
」
を
、
同
じ
「
マ
行
」
の
「
ｕ
段
」
の
音
で
あ
る
「
む
」 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
す
る
。 

→ 

「
お
さ
む
」
の
完
成
。 

 

ち
ょ
っ
と
練
習
（自
分
で
古
語
に
直
し
て
み
る
こ
と
で
、
古
語
に
慣
れ
て
い
き
ま
し
ょ
う
） 

  

※
「
お
さ
め
る
」
か
ら
「
お
さ
む
」
に
導
か
れ
た
よ
う
に
、
左
の
六
つ
の
動
詞
を
古
語
に
し
て
み
よ
う
。 

 

①
眺
め
る
→ 

 
 
 
 
 
 
 

②
留
め
る
→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

③
落
ち
る
→ 

 
 
 
 
 
 
 

④
生
き
る
→ 

 
 

⑤
受
け
る
→ 

 
 
 
 
 
 
 

⑥
入
れ
る
→ 

で、いつやるの？ 

今でしょ！ 


