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教
室
に
あ
る
月
の
満
ち
欠
け
の
カ
レ
ン
ダ
ー

を
見
る
と
、
一
月
二
十
九
日
の
と
こ
ろ
に
、
「
旧
正

月
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
昔
の
カ
レ
ン
ダ
ー
（
旧

暦
＝
太
陰
太
陽
暦
）で
言
う
と
、一
月
二
十
九
日
が
、

一
月
一
日
と
な
る
と
い
う
意
味
で
す
。 

お
隣
の
国
中
国
で
は
、
今
年
の
場
合
明
日
二
十
八

日
か
ら
、
二
月
四
日
ま
で
「
春
節
」
と
言
っ
て
お
休

み
に
な
り
、盛
大
に
お
正
月
を
祝
い
ま
す
。つ
ま
り
、

日
本
で
言
う
と
明
日
二
十
八
日
が
大
み
そ
か
と
い
う

訳
で
す
。旧
正
月
の
元
日
は
必
ず
新
月
と
な
り
ま
す
。

カ
レ
ン
ダ
ー
を
見
る
と
ほ
ら
、
そ
う
な
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
。 

日
本
の
大
み
そ
か
の
年
越
し
そ
ば
や
、
お
正
月
の

お
せ
ち
料
理
の
よ
う
に
、
中
国
で
も
縁
起
を
担
い
で

食
べ
る
料
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
「
餃
子
」
。 

餃
子
に
は
い
ろ
い
ろ
と
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
が
、

有
名
な
と
こ
ろ
で
は
張
仲
景（
ち
ょ
う
ち
ゅ
う
け
い
）

さ
ん
の
話
。
こ
の
張
さ
ん
、
今
か
ら
千
八
百
年
ほ
ど

も
昔
の
方
。
今
で
い
う
県
知
事
の
よ
う
な
方
で
、
お

ま
け
に
腕
の
い
い
お
医
者
様
と
し
て
も
有
名
で
し
た
。

張
さ
ん
が
知
事
と
し
て
の
仕
事
を
終
え
、
故
郷
に
戻

っ
た
の
が
ち
ょ
う
ど
冬
至
の
頃
。
多
く
の
貧
し
い

人
々
が
飢
え
と
寒
さ
に
苦
し
み
、
耳
が
凍
傷
で
腐
り

か
け
て
い
る
の
見
て
、
こ
の
人
た
ち
を
救
お
う
と
決

心
し
ま
す
。 

張
さ
ん
は
村
の
空
き
地
に
医
療
テ
ン
ト
を
張
ら
せ
、

大
鍋
で
ス
ー
プ
を
作
ら
せ
ま
す
。
ス
ー
プ
の
作
り
方

は
、
羊
肉
と
唐
辛
子
を
寒
さ
を
払
う
薬
草
と
一
緒
に

煮
込
む
。
肉
が
柔
ら
か
く
な
っ
て
か
ら
薬
草
と
と
も

に
取
り
出
し
て
、
細
か
く
刻
ん
で
小
麦
粉
の
皮
で
耳

の
形
に
包
ん
だ
も
の
を「
嬌
耳
＝
か
わ
い
ら
し
い
耳
」

と
名
付
け
、
さ
ら
に
ス
ー
プ
に
入
れ
て
煮
る
。
「
嬌

耳
」
が
煮
え
た
ら
、
ど
ん
ぶ
り
一
杯
の
ス
ー
プ
に
「
嬌

耳
」
を
二
つ
入
れ
て
、
無
料
で
配
り
ま
し
た
。 

「
嬌
耳
」
を
食
べ
て
、
ス
ー
プ
を
飲
む
と
、
た
ち

ま
ち
体
中
が
ポ
カ
ポ
カ
と
し
て
き
て
、
両
耳
が
熱
く

な
る
。
こ
の
「
寒
さ
を
払
う
か
わ
い
い
耳
の
ス
ー
プ
」

の
施
し
を
大
み
そ
か
ま
で
続
け
る
と
、
人
々
の
耳
は

す
っ
か
り
治
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

 

張
仲
景
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
の
は
偶
然
冬
至
の
日

で
、
そ
の
上
こ
の
日
は
、
「
嬌
耳
」
の
ス
ー
プ
の
施

し
を
始
め
た
日
。
そ
れ
で
、
張
さ
ん
を
し
の
ん
で
冬

至
や
大
み
そ
か
、
元
日
に
は
こ
の
「
か
わ
い
ら
し
い

耳
」の
ス
ー
プ
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
か
。 

「
嬌
耳
」
の
「
嬌
」
の
中
国
語
の
発
音
が
「
餃
子
」

の
「
餃
」
の
発
音
と
同
じ
だ
そ
う
で
、
後
に
「
嬌
耳
」

は
「
餃
子
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
に
至
る

の
だ
そ
う
で
す
。 

 
 
 
 
 

 

も
う
一
つ
は
「
春
巻
き
」
。
刻
ん
だ
豚
肉
や
タ
ケ

ノ
コ
と
ニ
ラ
な
ど
の
野
菜
を
小
麦
粉
で
作
っ
た
薄
い

皮
で
包
み
、
油
で
揚
げ
た
あ
の
、
春
巻
き
で
す
。 

春
巻
き
は
、
頭
か
ら
し
っ
ぽ
ま
で
同
じ
形
。
そ
れ

を
食
べ
る
こ
と
で
「
終
始
一
貫
」
＝
始
め
か
ら
終
わ

り
ま
で
、
ブ
レ
ず
に
一
つ
の
こ
と
を
貫
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
と
、
縁
起
を
担
ぐ
た
め
に
食
べ
る
よ
う

で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
終
始
一
貫
」
と
い
う
言

葉
を
座
右
の
銘
（
自
分
を
励
ま
し
た
り
、
戒
め
た
り

す
る
た
め
に
、
日
ご
ろ
か
ら
大
切
に
し
て
い
る
言
葉

の
こ
と
）
に
し
て
い
た
有
名
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
さ
て
、
誰
で
し
ょ
う
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
だ

け
で
は
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
新
千
円
札
に
載
っ
て

お
ら
れ
る
、
偉
大
な
発
見
を
さ
れ
た
方
。
何
人
か
気

が
付
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
か
？
そ
う
、
北
里
柴
三

郎
さ
ん
で
す
。 

 

新
暦
の
正
月
に
、
「
今
年
こ
そ
は
！
」
と
、
誓
い

を
立
て
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
二
十
日

以
上
過
ぎ
て
、
そ
の
気
持
ち
も
ど
こ
へ
や
ら
と
い
う

人
も
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。
そ
う
い
う
人
は
、
旧

正
月
に
気
持
ち
も
新
た
に
、
仕
切
り
直
し
を
し
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

「
ま
た
、
お
正
月
。
し
め
し
め
。
お
年
玉
を
せ
び

ろ
う
。
」
な
ど
と
不
届
き
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
人

は
論
外
で
す
。
旧
正
月
を
、
ブ
レ
ず
に
「
終
始
一
貫
」

頑
張
る
再
ス
タ
ー
ト
と
捉
え
て
、
気
を
引
き
締
め
て

く
れ
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。 

今
放
送
を
し
て
い
る
そ
ば
で
聞
い
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
教
頭
先
生
の
顔
を
見
て
思
い
出
し
ま
し
た
。
春

巻
き
は
英
語
で
「
ス
プ
リ
ン
グ
ロ
ー
ル
」
と
言
う
そ

う
で
す
。
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
料
理
の
「
生
春
巻
き
」

は
英
語
で
何
と
い
う
の
か
。
英
語
の
達
人
の
教
頭
先

生
に
、
伺
っ
て
み
る
と
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

（
立
教
小
学
校
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長 

田
代 

正
行
） 


