
報
告
課
題
⑫ 

第
３
回
テ
ス
ト
に
向
け
て
（
復
習
プ
リ
ン
ト
） 

●
表
面
『
伊
勢
物
語
』
筒
井
筒 

係
り
結
び
の
法
則 

 

文
は
通
常
、
終
止
形
ま
た
は
命
令
形
で
結
ば
れ
る
が
、
係
助
詞
の
「
ぞ
」「
な
む
」「
や
」「
か
」「
こ
そ
」
が
文
中
で

使
わ
れ
る
場
合
、
独
特
な
結
び
方
を
す
る
。 

  

◎
レ
ポ
ー
ト
⑩
で
、 

 
 

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
お
と
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ 

 
  

と
い
う
和
歌
を
題
材
に
、「
ぬ
」
を
適
切
な
形
に
改
め
る
と
い
う
出
題
を
し
た
。
上
に

「
ぞ
」
が
あ
る
た
め
に
「
ぬ
」（
終
止
形
）
か
ら
「
ぬ
る
」（
連
体
形
）
に
活
用
し
な
け
れ
ば 

 
 

な
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。 

  

「
筒
井
筒
」
に
は
多
く
の
係
り
結
び
の
箇
所
が
あ
る
の
で
、
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。 

・
男
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
（
意
志
「
む
」
已
然
形
）
と
思
ふ
。 
訳
…
こ
の
女
と
結
婚
し
た
い
！ 

二
①
・
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
（
過
去
「
け
り
」
連
体
形
） 

訳
…
聞
き
入
れ
ず
に
い
た
の
だ
っ
た
よ
！ 

②
・
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
上
ぐ
べ
き
（
推
量
「
べ
し
」
連
体
形
） 

訳
…
あ
な
た
で
な
く
て
一
体
誰
が
上
げ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

禁
止
の
表
現 

雲
な
隠
し
そ 

呼
応
の
副
詞
「
な
」
と
、
終
助
詞
「
そ
」
で
挟
ま
れ
た
動
詞
を
禁
止
す
る
表
現
。
訳
…
雲
よ
、（
生
駒
山
を
）

隠
す
な
よ
。 

 

序
詞
・
掛
詞 

風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山 

夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
立
つ
・
竜
） 

 

・
昔
は
、
海
水
が
風
に
あ
お
ら
れ
て
背
が
高
く
な
る
こ
と
を
「
立
つ
」
と
表
現
し
た
。
そ
こ
で
竜
田
山
の
「
た
つ
」
を
言
い
表
す
た
め
に
「
風

吹
け
ば
沖
つ
白
波
」
と
「
立
つ
」
を
連
想
さ
せ
る
前
ふ
り
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

序
詞

じ
ょ
こ
と
ば

と
い
う
。 

・
こ
の
和
歌
の
後
半
で
は
「
竜
田
山
を
夜
中
に
あ
な
た
が
ひ
と
り
で
越
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
全
く
、
前
半
の
沖
の
方
で
波
が
高
く

立
っ
て
い
る
様
子
と
は
関
係
な
い
も
の
を
詠
ん
で
い
る
。
後
半
の
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、
前
半
は
飾
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
だ
ろ
う
。 

・
序
詞
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
、
本
来
言
い
た
か
っ
た
「
竜
田
山
」
と
、
同
音
の
「
立
つ
」
で
二
つ
の
意
味
を
持
た
せ
た
よ
う
な
、
ダ
ジ

ャ
レ
の
よ
う
な
表
現
を

掛
詞

か
け
こ
と
ば

と
い
う
。 

主
人
公
、
在
原
業
平

あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら

？ 

こ
の
物
語
に
出
て
く
る
男
は
、
在
原
業
平
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
、
と
い
う

と
、
『
伊
勢
物
語
』
に
出
て
く
る
和
歌
が
す
べ
て
、
在
原
業
平
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
「
六
歌
仙
」
に
も
挙
げ
ら
れ
る
歌
の
名
人

だ
が
（
他
に
、
大
友
黒
主
・
喜
撰
・
小
野
小
町
・
僧
正
遍
照
・
文
屋
康
秀
）
、
実
名
で
は
出
て
こ
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
て
い
る
。 

   

藤
原
氏
と
争
っ
て
敗
れ
、
で
も
歌
の
名
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
か
ら
？ 

 

樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』
の
タ
イ
ト
ル
の
原
案 

・
筒
井
筒
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に 

・
く
ら
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
を
肩
過
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
上
ぐ
べ
き 

 

樋
口
の
『
た
け
く
ら
べ
』
は
、
幼
馴
染
の
男
女
二
人
が
別
々
の
人
生
を
歩
み
だ
そ
う
と
す
る
ま
で
を
書
い
た
短
編
小
説
。
少
年
・
信
如
は

こ
そ 

か や 

な
む 

ぞ 

係
助
詞 

已
然
形 

連
体
形 

文
末
の
形 

強
意 

疑
問 

反
語 

強
意 

意
味 

百
人
一
首
に
無
し
。 

こ
の
二
首
か
ら
の
命
名
と

さ
れ
る
。 



仏
教
の
学
校
へ
入
学
、
少
女
・
美
登
利
は
遊
女
と
し
て
売
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
二
人
が
同
じ
小
学
校
に
通
っ
て
い
て
、
お
互
い
を
気
に
し
あ

い
な
が
ら
も
、
何
も
言
い
だ
せ
な
い
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
道
を
行
く
と
い
う
せ
つ
な
い
物
語
で
あ
る
。 

 

●
裏
面
『
平
家
物
語
』 

音
便
に
つ
い
て 

『
平
家
物
語
』
は
、
琵
琶
法
師
が
琵
琶
の
音
に
合
わ
せ
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
音
便
形
が
多
用
さ
れ
る
。
言
い
や

す
さ
、
戦
場
の
臨
場
感
が
出
る
な
ど
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。 

 

・
二
騎
に
な
つ
て
（
「
な
り
て
」
の
促
音
便
…
促
音
「
っ
」
と
詰
ま
る
音
） 

・
何
に
よ
つ
て
か
（
「
よ
り
て
」
の
促
音
便
） 

 

・
打
つ
て
行
く
（「
打
ち
て
」
の
促
音
便
） 

・
取
り
つ
い
て
（「
つ
き
て
」
の
イ
音
便
） 

 

・
口
惜
し
う
（「
口
惜
し
く
」
の
ウ
音
便
）
…
な
ど
。 

 

※
本
文
に
は
出
て
き
て
い
な
い
が
、「
撥
音
便
」「
ん
」
の
音
に
変
化
す
る
）
も
あ
る
。（
接
続
助
詞
は
「
で
」
と
濁
る
。） 

（
例
）
飛
ん
で
く
る
（
飛
び
て
）、
歩
ん
で
（
歩
み
て
）、
飲
ん
で
（
飲
み
て
）
…
な
ど
。 

 

武
士
の
意
地
の
表
れ
？
『
平
家
物
語
』
で
は
、
使
役
の
「
す
」「
さ
す
」
が
受
け
身
の
意
味
を
表
す
場
合
が
あ
る
の
で
、
特
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
武
士
が
相
手
か
ら
な
に
か
を
さ
れ
た
と
い
う
受
身
の
表
現
を
嫌
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
自
分
が
主
人
公
で
相
手
に
そ
う
さ

せ
た
と
い
う
表
現
を
好
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
武
士
用
受
身
表
現
、
軍
記
用
受
身
表
現
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。 

・『
監
物
太
郎
を
も
討
た
せ
候
ひ
ぬ
（
監
物
太
郎
も
討
た
れ
ま
し
た
）
』「
平
家
物
語
｜
知
章
（
と
も
あ
き
ら
）
最
後
」
（
討
た
れ
た
の
で
は
な

く
、
討
た
せ
て
や
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。） 

 

『
平
家
物
語
』
作
者
に
つ
い
て
…
レ
ポ
ー
ト
で
は
「
兼
好
法
師
が
記
し
た
」（ 

 
 

）
と
あ
る
だ
け
で
、
教
科
書
に
も
学
習
書
に
も
解
答
と

な
る
書
名
が
な
い
と
い
う
質
問
を
い
く
つ
か
受
け
た
。
た
だ
、
兼
好
法
師
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
今
年
す
で
に
学
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。 

ま
ず
、
そ
の
作
品
名
を
思
い
出
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

 

『
徒
然
草
』 

百
二
十
六
段
よ
り 

後
鳥
羽
院
の
御
時

お
ほ
ん
と
き

、
信
濃
前
司

し
な
の
の
ぜ
ん
じ

行ゆ
き

長な
が

、
稽
古
の
誉

ほ
ま
れ

あ
り
け
る
が
、
楽
府

が

ふ

の
御
論
議

み

ろ

ん

ぎ

の
番
に
召
さ
れ
て
、
七し

ち

徳と
く

の
舞
を
二
つ
忘
れ
た
り
け
れ

ば
、
五
徳
の
冠
者

か

じ

ゃ

と
異
名

い
み
ょ
う

を
つ
き
に
け
る
を
、
心
憂
き
事
に
し
て
、
学
問
を
捨
て
て
遁
世

と
ん
せ
い

し
た
り
け
る
を
、
慈じ

鎮ち
ん

和
尚

か
し
ょ
う

、
一
芸
あ
る
も
の
を

ば
下
部

し

も

べ

ま
で
も
召
し
置
き
て
、
不
便

ふ

び

ん

に
せ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
信
濃
入
道
を
扶
持

ふ

ち

し
給
ひ
け
り
。 

こ
の
行
長
入
道
、
平
家
物
語
を
作
り
て
、
生
仏

し
ょ
う
ぶ
つ

と
い
ふ
盲
目

め

し

い

に
教
へ
て
語
ら
せ
け
り
。
さ
て
、
山
門
の
こ
と
を
、
こ
と
に
ゆ
ゆ
し
く
書
け
り
。 

九
郎

く

ろ

う

判
官

は
ん
が
ん

の
事
は
く
は
し
く
知
り
て
書
き
載
せ
た
り
。
蒲

か
ば
の

冠
者

か

じ

ゃ

の
事
は
、
よ
く
知
ら
ざ
り
け
る
に
や
、
多
く
の
こ
と
ど
も
を
記
し
も
ら
せ
り
。

武
士
の
事
、
弓
馬

き
ゅ
う
ば

の
わ
ざ
は
、
生
仏
、
東
国
の
も
の
に
て
、
武
士
に
問
ひ
聞
き
て
書
か
せ
け
り
。
か
の
生
仏
が
生
れ
つ
き
の
声
を
、
今
の
琵

琶
法
師
は
学
び
た
る
な
り
。 

 

傍
線
部
以
降
の
訳 

行
長
は
平
家
物
語
を
作
っ
て
生
仏
と
い
う
盲
目
の
僧
に
教
え
て
語
ら
せ
た
。
そ
こ
に
は
延
暦
寺
の
こ
と
が
見
事
に
書
い

て
あ
る
。
源
義
経
の
こ
と
も
詳
し
く
書
い
て
載
せ
て
あ
る
。
源
範
頼
の
こ
と
は
、
良
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

多
く
の
こ
と
を
書
き
漏
ら
し
て
い
る
。
武
士
や
合
戦
の
技
術
の
こ
と
は
、
生
仏
が
東
国
の
者
な
の
で
、
武
士
に
質
問
し

な
が
ら
書
い
た
も
の
だ
。
あ
の
生
仏
の
生
き
て
い
た
こ
ろ
の
風
情
を
伝
え
る
声
を
今
の
琵
琶
法
師
は
学
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。 


