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古
典
文
法
基
礎 

歴
史
的
仮
名
遣
い 

 

仮
名
文
字
４
７
字
を
約
１
０
０
０
年
頃
以
前
の
発
音
通
り
に
表
記
す
る
方
法
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
い
う
︒ 
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歴
史
的
仮
名
遣
い
か
ら
現
代
語
へ
の
変
換
方
法 


 

語
頭
以
外
の
﹁
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
﹂→

﹁
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
﹂ 


 

ワ
行
の
﹁
ゐ
・
ゑ
・
を
﹂→

﹁
い
・
え
・
お
﹂ 


 

﹁
む
﹂
﹁
ら
む
﹂
﹁
け
む
﹂
﹁
な
む
﹂
な
ど
の
﹁
む
﹂→

﹁
ん
﹂ 


 

﹁
ぢ
・
づ
﹂→
﹁
じ
・
ず
﹂ 


 

﹁
く
わ
・
ぐ
わ
﹂→
﹁
か
・
が
﹂ 


 

au→
oː 

 
iu→

yuː 
 

eu→
yoː 

︵
﹁ː

﹂
は
伸
ば
す
音
︶ 

 →

ま
ず
は
︑
ロ
ー
マ
字
に
し
て
考
え
る
！ 

︵
例
題
︶ 

な
で
ふ  
najyoː 

な
じ
ょ
う 

さ
う
し  

soːshi 

そ
う
し 

て
ふ
て
ふ 

tyoːtyoː 

ち
ょ
う
ち
ょ
う 

く
わ
ん
ぱ
く 

kanpaku 

か
ん
ぱ
く 

ま
う
す  

m
oːsu 

も
う
す 
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品
詞 

         

自
立
語 

単
独
で
文
節
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

必
ず
文
節
の
最
初
に
あ
る
︒ 

一
つ
の
文
節
に
自
立
語
は
必
ず
一
つ
あ
り
︑

二
つ
以
上
は
な
い
︒ 

付
属
語 

そ
れ
だ
け
で
文
節
を
作
る
こ
と
が
で
き
な

い
︒ 

常
に
ほ
か
の
単
語
の
後
に
つ
く
︒ 

一
つ
の
文
節
に
付
属
語
が
な
い
場
合
や
︑
二

つ
以
上
あ
る
場
合
も
あ
る
︒ 

文
節 

意
味
が
不
自
然
に
な
ら
な
い
程
度
に
文
を

区
切
っ
た
と
き
の
最
小
の
単
位
の
こ
と
︒ 

※
文
節
の
切
れ
目
に
は
︐﹁
ネ
﹂﹁
ヨ
﹂﹁
サ
﹂

な
ど
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 
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品
詞
分
解 

﹃
文
章
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
レ
ベ
ル
ま
で
分
け
る
﹄
こ
と
を
品
詞
分
解
と
い
う
︒ 

 

︵
例
題
︶ 

京
／
に
／
入
り
立
ち
／
て
／
う
れ
し
︒ 

 

家
に
至
り
て
︑
門
に
入
る
に
︑
月
明
け
れ
ば
︑
い
と
よ
く
あ
り
さ
ま
見
ゆ
︒ 

 

※
複
合
語 

単
語
に
は
い
く
つ
か
の
語
が
複
合
し
て
で
き
て
い
る
語
が
存
在
す
る
︒ 

﹁
山
里
﹂
は
︑
︵
山
に
あ
る
里
︶
の
意
味
だ
が
︑ 

一
つ
で
名
詞
と
捉
え
る
の
が
普
通
︒ 

し
か
し
︑
こ
の
語
同
士
の
結
合
の
度
合
い
は
低
い
こ
と
が
あ
る
︒ 

﹁
も
の
心
細
し
﹂
と
い
う
形
容
詞
は
︑ 

﹁
も
の
な
む
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
﹂
な
ど
と
利
用
さ
れ
︑ 

分
離
す
る
事
が
あ
る
︒ 

接
続
詞
・
連
体
詞
の
扱
い 

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
他
の
品
詞
か
ら
転
じ
て
で

き
た
も
の
︒ 

品
詞
と
し
て
は
よ
わ
い
︒ 

﹁
か
か
れ
ば
﹂ 

﹁
か
か
り
﹂︵
ラ
変
動
詞
已
然
形
︶
＋
﹁
ば
﹂

︵
助
詞
︶ 

﹁
か
か
れ
ば
﹂︵
接
続
詞
︶ 

﹁
か
く
て
﹂︵
接
続
詞
・
副
詞
︶ 

 

多
く
の
品
詞
に
ま
た
が
る
単
語 

﹁
あ
は
れ
﹂︵
名
詞
・
感
動
詞
︶ 

﹁
み
づ
か
ら
﹂︵
名
詞
・
副
詞
︶ 

﹁
つ
れ
づ
れ
﹂︵
名
詞
・
形
容
動
詞
・
副
詞
︶ 

﹁
す
が
ら
﹂︵
名
詞
・
副
詞
・
接
尾
辞
︶ 

﹁
あ
ま
た
﹂︵
副
詞
・
連
体
詞
・
名
詞
︶ 

﹁
あ
た
ら
・
う
た
て
・
も
と
な
﹂︵
連
体
詞
・

副
詞
・
感
動
詞
︶ 
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活
用
形 

     

活
用…

﹃ 
 

下
の
単
語
に
合
わ
せ
て
変
化
す
る
語
尾 

 

﹄
の
こ
と 

基
本
形…

終
止
形
と
同
じ
︒ 

 
 

語
幹…

活
用
で
変
化
し
な
い
部
分
︒ 

未
然
形(

～
ず)…

﹃ 
 

ま
だ
そ
の
動
作
を
し
て
い
な
い 

 

﹄
状
態
を
表
す
︒ 

連
用
形(

～
て)…

基
本
的
に
は
用
言
に
連
な
る
形
︒
助
動
詞
や
助
詞
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
︒ 

終
止
形(

～
︒)…

文
が
終
わ
っ
て
止
ま
る
形
︒ 

連
体
形(

～
と
き
︶…

体
言(

名
詞)

に
連
な
る
形
︒ 

咲
く 

基
本
形 

咲 
語
幹 

か 

未
然
形 

き 

連
用
形 

く 

終
止
形 

く 

連
体
形 

け 

已
然
形 

け 

命
令
形 
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※ 

連
体
形
の
省
略…

﹃ 
 

連
体
形
＋
助
詞 

 

﹄と
い
う
形
の
時
に
︑体
言
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒ 

已
然
形(

～
ど
も)…

﹃ 
 

す
で
に
そ
の
動
作
が
終
わ
っ
た 

 

﹄状
態
を
表
す
︒︵
現
代
語
に
お
い
て
は
仮
定
形
︒︶ 

※ 
花
咲
け
ば…

現
代
語
訳
﹃ 

 

も
し
花
が
咲
く
な
ら 

 

﹄ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
古 

語
訳
﹃ 
 

花
が
咲
く
の
で 

 

﹄ 

命
令
形(

～
せ
よ)…

命
令
す
る
と
き
の
形
︒ 

︵
例
題
︶ 

あ
ひ
戦
は
む
心
も
な
か
り
け
り
︒ 

連
用
形 

尻
け
よ
︒ 

 
 

命
令
形 

石
山
へ
参
る
︒ 

 
 

終
止
形 

 

あ
し
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
︑ 

已
然
形 

深
き
ゆ
ゑ
あ
ら
む
︒ 

 

未
然
形 

静
か
な
る
暇
な
く 

 

連
体
形 
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接
辞 単

独
で
用
い
る
こ
と
は
な
く
︑
語
に
意
味
を
付
加
す
る
語
︒ 

単
語
と
は
異
な
る
の
で
注
意
が
必
要
︒ 

接
続
の
度
合
い
も
低
く
︑
助
詞
な
ど
が
間
に
挟
ま
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
︒ 

ま
た
︑
二
種
類
以
上
を
複
合
的
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
注
意
︒ 

主
要
な
接
頭
辞 

御 

尊
敬
の
意
味
を
付
加
す
る
︒
御
几
帳 

み 

美
称
の
意
味
を
付
加
す
る
︒
み
吉
野 

あ
ひ 

互
い
に
の
意
味
を
付
加
す
る
︒
あ
ひ
お
も
ふ 

た 

手
の
意
味
を
付
加
す
る
︒
た
ぐ
る 

小 

小
さ
い
こ
と
︑
か
わ
い
い
こ
と
の
意
味
を
付
加
す
る
︒

小
百
合 

う
ち 

ち
ょ
っ
と
の
意
味
を
付
加
す
る
︒ 

う
ち
ぞ
泣
か
る
る
︒
︵
自
然
と
少
し
泣
か
れ
る
︶ 
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主
要
な
接
尾
辞 

め
く 
～
よ
う
に
な
る
の
意
味
を
付
加
す
る
︒ 

春
め
く
︵
春
ら
し
く
な
る
︶ 

げ 

様
子
を
表
す
語
に
変
化
︒ 

動
き
げ
︵
動
く
様
子
︶ 

さ 

名
詞
化
︒ 

思
は
ず
さ
︵
思
い
が
け
な
さ
︶ 

ざ
ま 

様
子
を
表
す
語
に
変
化
︒ 

里
へ
ざ
ま
︵
里
帰
り
の
よ
う
に
︶ 

た
し 

程
度
が
甚
だ
し
い
の
意
味
を
付
加
す
る
︒ 

ら
う
た
し
︵
労
た
し→

労
力
が
甚
だ
し
い→

労
力
が
酷
い

ほ
ど
守
っ
て
や
り
た
い→

か
わ
い
い
︶ 

ぶ
る 

～
の
よ
う
に
見
せ
る
︒ 

ひ
た
ぶ
る
︵
実
直
な
様
子
︶ 

ど
も 

複
数
形
化
︒
こ
ど
も
︵
子
た
ち
︶ 
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動
詞
基
礎 

動
詞
の
活
用 

動
詞
に
は
全
部
で
九
種
類
の
活
用
が
あ
る
︒ 

 
 

四
段
活
用 

 
 

上
一
・
二
段
活
用 

 
 

下
一
・
二
段
活
用 

 
 

カ
・
サ
・
ナ
・
ラ
行
変
格
活
用 

終
止
形
は
す
べ
て
ウ
段
音
に
な
っ
て
い
る
︒
※
ラ
変
の
み
﹁
り
﹂ 

活
用
の
表
し
方 

 

〇
行
○
段
活
用
動
詞 

○
○
形 

 

〇
行
変
格
活
用
動
詞 

○
○
形 

動
詞
の
判
別
順
序 

① 

変
格
・
上
一
・
下
一 

 

② 

文
中
で
の
活
用
を
確
認 

 
 

a
音…

四
段
活
用 

 
 

i
音…

四
段
・
上
二
段
活
用 

 
 

e
音…

四
段
・
下
二
段
活
用 

 

③
﹁
ず
﹂
を
つ
け
て
ど
の
音
に
な
る
か
？ 

※ 

必
ず
訳
し
て
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
！ 
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四
段
活
用
動
詞 

   

打
消
の
助
動
詞
の
﹁
ず
﹂
を
付
け
た
時
必
ず
ア
段
音
と
な
る
︒ 

ア
・
ザ
・
ダ
・
ナ
・
ヤ
・
ワ
行
の
語
に
は
四
段
活
用
の
語
が
存
在
し
な
い
︒ 

 

※
﹁
書
く
﹂→

﹁
書
か
な
い
﹂
と
す
る
と
き
︒ 

書
か
ず→

﹃ 

書
か
な
い 

﹄→

﹃ 
 

 
書
く 

 
 

 
 

  

﹄ 

書
け
ず→

﹃ 

書
け
な
い 

﹄→

﹃ 
 

 

書
く
こ
と
が
で
き
る 

 
 

﹄ 

つ
ま
り
︑
古
典
語
に
お
い
て
可
能
の
意
味
を
含
ん
だ
語
﹁
読
め
る
﹂
な
ど
は
存
在
し
な
い
︒ 

 

咲
く 

基
本
形 

咲 
語
幹 

か 

未
然
形 

き 

連
用
形 

く 

終
止
形 

く 

連
体
形 

け 

已
然
形 

け 

命
令
形 

可
能
動
詞 

﹁
読
め
る
﹂→

﹁
読
む 

こ
と

が
で
き
る
﹂
こ
の
よ
う
に
分

け
ら
れ
る
も
の
が
可
能
動

詞
︒ 

﹁
染
め
る
﹂→

﹁
染
め
る 

こ

と
が
で
き
る
﹂
と
は
な
ら
な

い
︒ 
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上
二
段
活
用
動
詞 

   
 

打
消
の
助
動
詞
の
﹁
ず
﹂
を
付
け
た
時
必
ず
イ
段
音
と
な
る
︒ 

ヤ
行
上
二
段
に
注
意
！
﹃ 

老
ゆ 
﹄
﹃ 

悔
ゆ 

﹄
﹃ 

報
ゆ 

﹄ 

下
二
段
活
用
動
詞 

    

老
ゆ 

基
本
形 

老 
語
幹 

い 

未
然
形 

い 

連
用
形 

ゆ 

終
止
形 

ゆ
る 

連
体
形 

ゆ
れ 

已
然
形 

い
よ 

命
令
形 

得 

基
本
形 

(

得) 

語
幹 

え 

未
然
形 

え 

連
用
形 

う 

終
止
形 

う
る 

連
体
形 

う
れ 

已
然
形 

え
よ 

命
令
形 
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打
消
の
助
動
詞
の
﹁
ず
﹂
を
付
け
た
時
必
ず
エ
段
音
と
な
る
︒ 

ワ
行
下
二
段
に
注
意
！ 

﹃ 

植
う 

﹄
﹃ 

飢
う 

﹄
﹃ 

据
う 

﹄ 
語
幹
活
用
動
詞
に
注
意
！ 

﹃ 

得 

﹄
﹃ 

経 

﹄
﹃ 

寝 

﹄ 

※ 

﹁
寝
﹂
は
﹁
寝
ぬ
︵
い
ぬ
︶
﹂
と
い
う
似
た
語
が
存
在
︒
︵
ナ
下
二
︶ 

ア
行
下
二
段
に
注
意
！
﹃ 

 
得 

 

﹄
﹃ 

 

心
得 

 

﹄
﹃ 

 

所
得 

 

﹄ 

下
一
段
活
用
動
詞 

     

﹁
蹴
る
﹂
こ
の
一
語
の
み
︒ 

蹴
る 

基
本
形 

(

蹴)  

語
幹 

け 

未
然
形 

け 

連
用
形 

け
る 

終
止
形 

け
る 

連
体
形 

け
れ 

已
然
形 

け
よ 

命
令
形 
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上
一
段
活
用
動
詞 

    

所
属
語 

ひ 

ハ
行
﹃ 

 

干
る 

 

﹄
﹃ 

 
沃
る 

 

﹄ 

い 

ヤ
行
﹃ 

 

射
る 

 

﹄
﹃ 

 

鋳
る 

 

﹄ 

き 

カ
行
﹃ 
 

着
る 

 

﹄ 

に 

ナ
行
﹃ 

 

似
る 

 

﹄
﹃ 

 

煮
る 

 

﹄ 

み 

マ
行
﹃ 

 

見
る 

 

﹄→

﹃ 
 

見
ゆ 

 

﹄
︵
ヤ
行
下
二
段
︶
に
注
意
！ 

射
る 

基
本
形 

(
射)  

語
幹 

い 

未
然
形 

い 

連
用
形 

い
る 

終
止
形 

い
る 

連
体
形 

い
れ 

已
然
形 

い
よ 

命
令
形 
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ゐ 

ワ
行
﹃ 

 

居
る 

 

﹄
﹃ 

 

率
る 

 

﹄ 
＋ る 

 
←

覚
え
方 

 

複
合
語
の
﹁
後
見
る
﹂
﹁
率
ゐ
る
﹂
﹁
用
ゐ
る
﹂
﹁
試
み
る
﹂
な
ど…

最
低
こ
れ
は
覚
え
る
︒ 

正
格
活
用
ま
と
め 

     

下
一
段 

上
一
段 

下
二
段 

上
二
段 

四
段 

活
用 

e i e i a 

未
然
形 

e i e i i 

連
用
形 

e る i る u u u 
終
止
形 

e る i る u る u る u 

連
体
形 

e れ i れ u れ u れ e 

已
然
形 

e よ i よ e よ i よ e 

命
令
形 
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カ
行
変
格
活
用
動
詞 

   

所
属
語
は
﹃ 

 

来 
 

﹄
の
み
︒ 

複
合
語
で
あ
る
﹃ 

持
て
来 

﹄
﹃ 
ま
う
で
来 

﹄
﹃ 

参
り
来 

﹄
﹃ 

移
動
＋
来 

﹄
な
ど
に
注
意
︒ 

意
味
が
同
じ
で
あ
る
が
︑
活
用
が
異
な
る
種
類
の
動
詞
に
﹃ 

来
る
︵
き
た
る
︶ 

﹄
が
あ
る
︒ 

こ
れ
は
ラ
行
四
段
活
用
動
詞
な
の
で
注
意
︒ 

 

来 

基
本
形 

(
来)  

語
幹 

こ 

未
然
形 

き 

連
用
形 

く 

終
止
形 

く
る 

連
体
形 

く
れ 

已
然
形 

こ こ
よ 

命
令
形 
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サ
行
変
格
活
用
動
詞 

   

所
属
語
は
﹃ 

 

す 
 

﹄
﹃ 
お
は
す 

﹄
の
み
︒ 

複
合
語
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
注
意
︒
主
に
漢
語
︒ 

漢
語
名
詞 

和
語
名
詞 

 

＋ 
 

す 
 

﹁
愛
す
﹂
﹁
か
な
し
う
す
﹂ 

用 
 

言 

活
用
が
異
な
る
種
類
の
動
詞
に
﹃ 

 

な
す 

 

﹄
が
あ
る
︒ 

こ
れ
は
サ
行
四
段
活
用
動
詞
な
の
で
注
意
︒ 

す 

基
本
形 

(
す)  

語
幹 

せ 

未
然
形 

し 

連
用
形 

す 

終
止
形 

す
る 

連
体
形 

す
れ 

已
然
形 

せ
よ 

命
令
形 
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ナ
行
変
格
活
用
動
詞 

    

所
属
語
は
﹃ 

 

死
ぬ 

 
﹄
﹃ 
 

往
ぬ
︵
去
ぬ
︶ 

 

﹄
の
み
︒ 

意
味
が
同
じ
で
あ
る
が
︑
活
用
が
異
な
る
種
類
の
動
詞
に
﹃ 

死
す 

﹄
が
あ
る
︒ 

こ
れ
は
サ
行
変
格
活
用
動
詞
な
の
で
注
意
︒ 

  

死
ぬ 

基
本
形 

死 
語
幹 

な 

未
然
形 

に 

連
用
形 

ぬ 

終
止
形 

ぬ
る 

連
体
形 

ぬ
れ 

已
然
形 

ね 

命
令
形 
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ラ
行
変
格
活
用
動
詞 

   

所
属
語
は
﹃ 

あ
り 
﹄
﹃ 

を
り 

﹄
﹃ 

は
べ
り 

﹄
﹃ 

い
ま
そ
が
り 

﹄
の
み
︒ 

複
合
語
の
﹃ 

か
か
り 

﹄
﹃ 
さ
り 

﹄
﹃ 

し
か
り 

﹄
に
注
意
︒ 

さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
は
他
の
語
と
連
結
し
て
別
の
品
詞
に
な
る
場
合
が
あ
る
︒ 

か
か
る…

︵
連
体
詞
︶
こ
の
よ
う
な 

か
か
れ
ば…

︵
接
続
詞
︶
こ
う
な
の
で
・
だ
か
ら 

 あ
り 

基
本
形 

あ 
語
幹 

ら 

未
然
形 

り 

連
用
形 

り 

終
止
形 

る 

連
体
形 

れ 

已
然
形 

れ 

命
令
形 
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動
詞
応
用 

動
詞
の
自
他 

自
動
詞
と
他
動
詞
は
古
代
語
に
お
い
て
区
別
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
る
︒ 

中
で
も
区
別
が
あ
る
の
は
︑
活
用
と
語
尾
の
派
生
で
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

活
用
で
の
区
別 

多
い
の
は
︑
﹁
四
段→

自
動
詞
・
下
二
段→

他
動
詞
﹂
と
い
う
形
︒
︵
絶
対
じ
ゃ
な
い
︶ 

﹁
染
む
﹂→

﹁
染
ま
ず
﹂
︵
染
ま
る
・
自
︶
﹁
染
め
ず
﹂
︵
染
め
る
・
他
動
詞
︶ 

※
例
外
も
多
く
あ
る
の
で
︑
活
用
が
二
種
類
以
上
考
え
ら
れ
る
語
に
つ
い
て
は
︑ 

自
他
の
違
い
が
あ
る
可
能
性
に
留
意
し
て
解
く
程
度
の
認
識
が
良
い
︒ 

自
動
詞
・
他
動
詞 

動
作
・
作
用
を
主
体
者
自
身

の
働
き
と
し
て
表
現
す
る
も

の
が
自
動
詞
︒ 

主
体
か
ら
他
に
及
ぶ
働
き
と

し
て
表
現
す
る
動
詞
が
他
動

詞
︒ 
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語
尾
の
派
生
に
よ
っ
て
区
別 

﹁
る
﹂
は
自
動
詞
語
尾 

﹁
す
﹂
は
他
動
詞
語
尾 

で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒ 

 

最
終
的
に
は
二
種
類
の
語
を
︑ 

﹁
～
を
〇
〇
す
る
﹂
な
の
か
﹁
～
が
〇
〇
す
る
﹂
な
の
か
を
訳
し
て
考
え
る
︒ 

 

 

～
を
＋
自
動
詞 

現
代
語
に
は
ほ
ぼ
存
在
し
な

い
が
︑
目
的
語
を
と
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
自
動
詞
も

存
在
す
る
︒ 

よ
だ
れ
を
た
れ
る 

こ
れ
は
現
代
語
に
も
み
ら
れ

る
例
だ
が
︑
古
語
で
は
次
の

よ
う
な
も
の
も
あ
る
︒ 

あ
ふ
と
見
る
夢
を
さ
め
つ
る

悔
し
さ
に 

こ
う
い
っ
た
場
合
助
詞﹁
を
﹂

の
訳
は
臨
機
応
変
に
行
う
べ

き
で
あ
る
︒ 

注
意
す
べ
き
動
詞 

自
四―

他
下
二
型…

臥
す
・
入
る
・
聞
く
・
従
ふ
・
沈
む 

自
下
二―

他
四
型…

切
る
・
砕
く
・
欠
く 
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動
詞
化
と
い
う
現
象 

古
代
語
で
は
︑
別
の
品
詞
を
動
詞
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

﹃ 

が
る 
﹄︵
四
段
︶ 

あ
わ
れ
が
る
・
め
で
た
が
る 

さ
ぶ
︵
上
二
段
︶ 
山
さ
ぶ
・
茂
み
さ
ぶ 

だ
つ
︵
四
段
︶ 

あ
や
に
く
だ
つ
・
心
だ
つ 

ば
む
︵
四
段
︶ 

け
し
き
ば
む
・
よ
し
ば
む 

﹃ 

ぶ 

﹄
︵
上
二
段
︶ 

あ
は
れ
ぶ
・
さ
と
ぶ 

む
︵
四
段
︶ 

あ
は
れ
む
・
赤
む 

む
︵
下
二
段
︶ 

痛
む 

﹃ 

め
か
す 

﹄
︵
四
段
︶ 

仄
め
か
す
・
人
め
か
す 

﹃ 

め
く 

﹄
︵
四
段
︶ 

今
め
く
・
煌
め
く 

や
ぐ
︵
四
段
︶ 

華
や
ぐ
・
若
や
ぐ 

﹃ 

か
す 

﹄︵
四
段
︶ 

ま
ど
は
か
す
・
は
し
ら
か
す 

※
他
動
詞
的
意
味
の
強
調
を
す
る
︒
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動
詞
の
強
調 

動
詞
を
強
調
す
る
形
に
は
︑
次
の
よ
う
な
形
が
あ
る
︒ 

① 

︵
﹁
た
だ
﹂ 

＋ 

︶
動
詞 

＋
﹁
に
﹂
︵
＋ 

助
詞 

︶
＋ 

動
詞 

※ 

否
定
形
は
︑
動
詞 

＋
﹁
に
﹂
＋
﹁
だ
に
﹂
＋ 

動
詞 

＋
﹁
ず
﹂ 

② 

動
詞 

＋ 

﹁
と
﹂ 
＋ 

動
詞 

※ 

強
調
の
内
容
的
に
﹁
皆
︵
す
べ
て
の
︶
～
﹂
と
訳
す
こ
と
も
あ
る
︒ 

③ 

動
詞 

＋
﹁
し
﹂ 

＋ 

動
詞 
＋ 
﹁
ば
﹂ 

︵
う
ゑ
し
う
ゑ
ば
秋
な
き
時
や
咲
か
ざ
ら
む
花
こ
そ
散
ら
め
根
さ
へ
枯
れ
め
や
︵
古
今
︶
︶ 

 

同
族
目
的
語 

本
来
︑自
動
詞
で
あ
る
も
の

が
︑
そ
の
動
詞
と
語
源
的
・

意
味
的
に
重
複
す
る
目
的

語
を
と
る
こ
と
が
あ
る
︒強

調
表
現
の
一
種
で
あ
る
︒ 

家
思
ふ
と
眠
を
寝
ず
居
れ

ば
︵
万4400

︶ 
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代
動
詞 

古
文
に
も
︑
代
動
詞
︑
英
語
で
言
う

DO
が
存
在
す
る
︒ 

古
文
で
は
︑
﹃ 

も
の
す 

﹄
も
し
く
は
﹁
す
﹂
が
用
い
ら
れ
る
︒ 

走
り
井
に
て
︑
破
子
な
ど
も
の
す
と
て
︵
蜻
蛉
︶
︵
破
子…

弁
当
な
ど
の
容
器
︶ 

こ
の
例
文
の
﹁
も
の
す
﹂
は
﹁
食
べ
る
﹂
の
意
味
だ
と
文
意
で
読
み
取
れ
る
︒ 

﹁
も
の
す
﹂
は
﹁
も
の
し
給
ふ
﹂
の
形
で
︑ 

﹁
あ
り
﹂
の
尊
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒ 

※ 

ま
た
︑
例
外
的
な
話
で
は
あ
る
が
︑
﹁
す
﹂
の
代
用
と
し
て
﹁
あ
り
﹂
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
︒ 
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補
助
動
詞 

本
来
の
実
質
的
意
味
を
失
っ
た
も
の
を
補
助
動
詞
と
い
う
︒ 

補
助
動
詞
に
な
る
の
は
︑
次
の
パ
タ
ー
ン
︒ 

① 

動
詞
に
つ
い
て
敬
意
を
表
す
も
の 

② 

形
容
詞
﹁
べ
し
﹂
﹁
ず
﹂
の
下
に
つ
く
﹁
あ
り
﹂ 

③ 

助
詞
を
介
し
て
動
詞
の
下
に
つ
く
﹁
す
﹂ 

④ 

﹁
て
﹂
﹁
つ
つ
﹂
を
介
し
て
動
詞
の
下
に
つ
く
﹁
あ
り
﹂ 

⑤ 

﹁
て
﹂
を
介
し
て
動
詞
の
下
に
つ
く
﹁
み
る
﹂ 
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形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
音
便 

形
容
詞 

          

高
し 

基
本
形 

高 

語
幹 

か
ら く 

未
然
形 

か
り く 

連
用
形 

〇 し 

終
止
形 

か
る き 

連
体
形 

〇 け
れ 

已
然
形 

か
れ 〇 

命
令
形 

美
し 

基
本
形 

美 

語
幹 

し
か
ら 

し
く 

未
然
形 

し
か
り 

し
く 

連
用
形 

〇 し 
終
止
形 

し
か
る 

し
き 

連
体
形 

〇 

し
け
れ 

已
然
形 

し
か
れ 

〇 

命
令
形 

ク
・
シ
ク
活
用 

こ
の
二
つ
の
見
分
け
に

関
し
て
は
︑
基
本
的
に

﹁
な
る
﹂
を
つ
け
れ
ば

わ
か
る
︒ 

 

﹁
く
な
る
﹂ 

→

ク
活
用 

﹁
し
く
な
る
﹂ 

→

シ
ク
活
用 

 

︵
例
︶ 

高
く
な
る 

美
し
く
な
る 

美
く
な
る…

×
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形
容
詞
と
は 

形
容
詞
と
は
︑
﹃ 

 

物
事
の
状
態
や
性
質
を
表
現
す
る
も
の 

 

﹄
で
あ
る
︒ 

こ
れ
は
︑
﹃ 

 

人
の
主
観 

 

﹄
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

活
用 

① 

本
活
用…

﹃ 
 

下
に
助
動
詞
が
接
続
で
き
な
い 

 

﹄ 

︵
断
定
﹁
な
り
﹂
だ
け
は
本
活
用
に
付
く→

﹁
高
き
な
り
﹂
﹁
美
し
き
な
り
﹂
︶ 

② 

補
助
活
用…

断
定
﹁
な
り
﹂
以
外
の
助
動
詞
が
カ
リ
活
用
に
付
く
︵
カ
リ
活
用
の
下
に
あ
る
の
は
普
通
の
助
動
詞
︶ 

形
容
詞
の
仮
定
用
法 

通
常
︑
未
然
形
＋
ば 

が
仮
定
条
件
の
書
き
方
︒
︵
花
咲
か
ば
︶ 

形
容
詞
の
場
合
︑ 

﹃ 
 

く
は
・
～
く
ば
・
～
く
ん
ば 

 

﹄
が
仮
定
︵
訳
︶
も
し
～
な
ら
ば
・
も
し
～
か
っ
た
ら 

︵
例
︶
恋
し
く
は 

来
て
み
よ
か
し 

ち
は
や
ぶ
る 
神
の
い
さ
む
る 

道
な
ら
な
く
に 

﹃ 
 

も
し
恋
し
か
っ
た
ら 

 

﹄
来
て
み
な
さ
い
よ
︒
神
が
と
め
る
道
で
は
な
い
こ
と
な
の
に
︒ 

 

※
﹁
い
み
じ
く
は
あ
れ
ど
も
﹂
︵
素
晴
ら
し
く
は
あ
る
け
れ
ど
︶
の
よ
う
に
仮
定
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る 
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形
容
動
詞 

               
  

静
か
な
り 

基
本
形 

静
か 

語
幹 

 な
ら 

未
然
形 

に な
り 

連
用
形 

 な
り 

終
止
形 

 な
る 

連
体
形 

 な
れ 

已
然
形 

 な
れ 

命
令
形 

堂
々
た
り 

基
本
形 

堂
々 

語
幹 

 た
ら 

未
然
形 

と た
り 

連
用
形 

 た
り 

終
止
形 

 た
る 

連
体
形 

 た
れ 

已
然
形 

 た
れ 

命
令
形 
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形
容
動
詞
と
は 

形
容
動
詞
と
は
︑
形
容
詞
と
同
様
﹃ 

 

物
事
の
状
態
や
性
質
を
表
現
す
る
も
の 

 

﹄
で
あ
る
︒ 

何
が
異
な
る
か
？→
﹃ 

 

活
用 

 

﹄
が
異
な
る
︒
︵
動
詞
と
く
っ
つ
い
た
と
い
う
認
識
で
〇
︶ 

―

た
り 

は 

漢
語 
＋ 

た
り 

の
形
が
多
い
︒ 

接
辞 

次
の
接
辞
の
際
に
は
形
容
動
詞
に
な
る
の
で
注
意
し
た
い
︒ 

﹃ 
 

げ
な
り 

 

﹄
﹃ 

 

や
か
な
り 

 
﹄
﹃ 

 

は
か
な
り 

 

﹄
﹃ 

 

ら
な
り 

 

﹄ 

※ 

﹃ 
 

音
読
み
漢
字
＋
な
り 

 

﹄
に
も
注
意
︵
﹁
優
な
り
﹂
﹁
急
な
り
﹂
﹁
艶
な
り
﹂
な
ど
︶ 
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形
容
詞
特
殊
用
法 

形
容
詞
に
は
特
殊
な
用
法
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
注
意
︒ 

① 
﹃ 

 
感
動
詞
＋
語
幹
︵
＋
や
︶ 

 

﹄
で
感
動
︵
語
り
手
の
実
感
︶
を
表
す 

︵
感
動
詞…

﹁
あ
な
﹂
﹁
あ
あ
﹂
﹁
あ
ら
﹂
等
︶ 

あ
な
き
た
な
︵
訳
︶
﹃ 

 

あ
あ
き
た
な
い
な
ぁ 

 

﹄ 
 ② 

﹃ 
 

語
幹
＋
の
＋
体
言 

 

﹄ 

感
動
︵
実
感
︶
を
含
み
な
が
ら
連
体
修
飾
す
る
︒ 

を
か
し
の
御
髪
や
︵
訳
︶
﹃ 

 
綺
麗
な
御
髪
だ
こ
と
！ 

 

﹄ 

︵
目
の
前
に
あ
る
髪
の
美
し
さ
を
実
感
し
︑
感
嘆
し
な
が
ら
発
言
し
て
い
る
︶ 

 ③ 

﹃ 
 

体
言
＋
︵
を
︶
＋
語
幹
＋
み 

 
﹄ 

原
因
理
由
を
表
し
︑
﹃ 

 

A
が
B
な
の
で 

 
﹄
と
訳
す
︒
︵
を 

は
省
略
さ
れ
る
こ
と
あ
り
︒
︶ 

野
を
な
つ
か
し
み
︵
訳
︶
﹃ 

 

野
が
慕
わ
し
い
の
で 

 

﹄ 
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特
殊
形
容
詞 

    

接
辞 

次
の
接
辞
の
際
に
は
︑
形
容
詞
に
な
り
特
定
の
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
し
た
い
︒ 

﹃ 
 

じ 
 

﹄ 
…

﹁
～
の
よ
う
で
あ
る
﹂
の
意
味
を
付
加
す
る
︒ 

﹃ 
 

な
し 

 

﹄…

程
度
が
は
な
は
だ
し
い
と
い
う
意
味
を
追
加
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
単
に
﹁
無
し
﹂
と
い
う
意
味
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
︒
︵
例
︶
う
し
ろ
め
た
な
し
・
む
つ
く
け
な
し
・
の
が
れ
が
た
な
し 

同
じ 

基
本
形 

同 

語
幹 

じ
か
ら 

じ
く 

未
然
形 

じ
か
り 

じ
く 

連
用
形 

〇 じ 

終
止
形 

じ
か
る 

じ 

連
体
形 

〇 

じ
け
れ 

已
然
形 

じ
か
れ 

〇 

命
令
形 
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音
便 

動
詞
の
連
用
形
・
形
容
詞
の
連
体
形
の
語
尾
な
ど
が
︑
発
音
の
便
宜
上
︑
文
法
の
規
則
か
ら
は
ず
れ
た
音
に
な
る
こ
と
が

あ
る
︒ 

こ
れ
を
音
便
と
い
う
︒ 

﹃ 
 

イ
音
便 

 

﹄…
聞
き
て→

聞
い
て
・
継
ぎ
て→

継
い
で
・
強
き
人→

強
い
人
・
悲
し
き
か
な→

悲
し
い
か
な 

﹃ 
 

ウ
音
便 

 

﹄…

給
ひ
て→
給
う
て
・
呼
び
て→

呼
う
で
・
高
く
昇
る→

高
う
昇
る
・
楽
し
く
て→

楽
し
う
て 

﹃ 
 

撥
音
便 

 

﹄…

飛
び
て→

飛
ん
で
・
死
に
て→

死
ん
で
・
近
か
る
な
り→

近
か
ん
な
り 

﹃ 
 

促
音
便 

 

﹄…

知
り
て→

知
っ
て
・
あ
り
て→
あ
っ
て
・
立
ち
て→

立
っ
て 

 



 
 

34 
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助
動
詞 

る
・
ら
る 

ａ
活
用 

﹃ 
 

下
二
段
型 

 

﹄ 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

る 
…

 
 

﹃ 
 

ア
段
音
接
続 

 
 

 
 

﹄ 

ら
る 

…
 

﹃ 
 

そ
の
他
未
然
形
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

受
身 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

︵
○
○
に
︶
～
れ
る
・
～
ら
れ
る 

 

﹄ 

﹃ 
 

尊
敬 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

お
～
に
な
る
・
な
さ
る 

 

﹄ 

﹃ 
 

可
能 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
こ
と
が
で
き
る 

 

﹄ 

﹃ 
 

自
発 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

自
然
と
～
す
る
・
思
わ
ず
～
す
る 

﹄ 
  

助
動
詞
は 

共
通
テ
ス
ト
で 

狙
わ
れ
る
文
法
︒ 

読
解
で
も
必
須
︒ 

助
動
詞
に
つ
い
て
は
︑そ
の

助
動
詞
の 

ａ
活
用 

︵
ほ
ぼ
用
言
の
活
用
︶ 

ｂ
接
続 

︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

ｃ
意
味
用
法 

︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

ｄ
見
分
け
方 

・
意
味
の
識
別
法 

・
同
音
判
別
法 

こ
れ
ら
を
暗
記
す
る
必
要

が
あ
る
︒ 

 



 
 

36 
 

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

①  
﹃ 

 

打
消
語 

 

﹄
が
存
在
す
る
時 

→

﹃ 
 

可
能 

 

﹄ 
 

②  

﹃ 
 

心
情
を
表
す
語 

 

﹄
が
存
在
す
る
時 

→

﹃ 
 

自
発 

 
﹄ 

 

③  

﹃ 
 

～
に
～
る
・
ら
る 

 

﹄
の
形 

→

﹃ 
 

受
身 

 

﹄ 
 

④  

﹃ 
 

貴
人 

 

﹄
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
時 

→

﹃ 
 

尊
敬 
 

﹄ 
 

※
﹃ 

 

れ
た
ま
ふ 

 

﹄
﹃ 

 

ら
れ
た
ま
ふ 

 
﹄
は
尊
敬
で
は
な
い
︒ 

  

打
消
語 

打
消
し
語
は
様
々
あ
る
︒ 

代
表
例
は
次
の
通
り
︒ 

ず
・
じ
・
ま
じ
・
で
・
な
し 

可
能
単
独
の
意
味
を
取
る
の
は
中
世

以
降
で
あ
り
︑
中
古
ま
で
は
な
い
︒ 

例
文 

・
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
れ
ず 

ま
っ
た
く
眠
る
こ
と
が
で
き
な
い 

・
今
日
は
都
の
み
ぞ
思
ひ
や
ら
る
る 

今
日
は
思
わ
ず
都
の
こ
と
ば
か
り
を
想
像
す
る
︒ 

・
思
ふ
人
の
人
に
ほ
め
ら
る
る
は
︑
い
み
じ
う
う
れ
し
き
︒ 

い
と
し
い
と
思
う
人
が
人
に
ほ
め
ら
れ
る
の
は
︑
と
て
も
う
れ
し
い
︒ 

・
か
の
大
納
言
︑
い
づ
れ
の
舟
に
か
乗
ら
る
べ
き
︒ 

あ
の
大
納
言
は
︑
ど
の
船
に
お
乗
り
に
な
る
の
だ
ろ
う 



37 
 

す
・
さ
す
・
し
む 

ａ
活
用 

 

﹃ 
 

下
二
段
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

す 
 

…
 

﹃ 
 

ア
段
音
接
続 

 
 

 
 

﹄ 

さ
す 

…
 

﹃ 
 

そ
の
他
未
然
形
接
続 

 

﹄ 

し
む 

…
 

﹃ 
 

未
然
形
接
続 

 
 

 
 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

使
役 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

︵
○
○
に
︶
～
せ
る
・
さ
せ
る 

 
﹄ 

﹃ 
 

尊
敬 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

お
～
に
な
る
・
な
さ
る 

 

﹄ 

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

①  

﹃ 
 

誰
か
に
何
か
さ
せ
て
い
る 

 

﹄
時 

→

﹃ 
 

使
役 

 

﹄ 

②  

尊
敬
語
を
伴
わ
な
い
﹁
す
・
さ
す
・
し
む
﹂ 

→

﹃ 
 

使
役 

 

﹄ 

③  

尊
敬
語
︵
﹁
給
ふ
﹂
﹁
お
は
す
﹂
﹁
お
は
し
ま
す
﹂

等
︶
が
伴
う
時 

︵
例
﹁
～
せ
給
ふ
・
さ
せ
給
ふ
・
し
め
給
ふ
﹂
︶ 

→

﹃ 
 

尊
敬 

 

﹄ 
      

例
文 

・︵
帝
は
夜
を
︶
明
か
し
か
ね
さ
せ
給
ふ
︒ 

帝
は
夜
を
明
か
し
な
さ
る
︒ 

・
馬
の
腹
射
さ
せ
て
引
き
退
く
︒︵
平
家
︶ 

馬
の
腹
を
い
ら
れ
て
退
却
す
る
︒ 

※ 

通
常
︑
す
・
さ
す
に
受
身
の
意
味
は
な
い
が
︑
軍
記
物
語
の

み
受
身
訳
出
す
る
こ
と
が
あ
る
︒ 

使
役
＋
受
身 

古
代
語
に
お
い
て
﹁
さ
せ

ら
れ
る
﹂
と
い
う
意
味
に

な
る
︑
使
役
＋
受
身
の
形

は
存
在
し
な
い
︒ 
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ず ａ
活
用 

﹃ 
 

特
殊
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

未
然
形
接
続 

 
 

 
 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

打
消 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 
～
な
い 

 

﹄ 
 

京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
れ
ば
︑
み
な
人
知
ら
ず
︒ 

︵
訳
︶
﹃ 

 

今
日
の
都
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
鳥
で
あ
る

の
で
︑
︵
そ
こ
に
い
る
︶
す
べ
て
の
人
が
知
ら
な
い
︒ 

﹄ 
   

 

ｄ
見
分
け
方
︵
同
音
の
判
別
法
︶ 

﹃ 
 

完
了 

 

﹄
の
助
動
詞
﹃ 

 

ぬ 
 

﹄ 

﹃ 
 

打
消 

 

﹄
の
助
動
詞
﹃ 

 

ず 
 

﹄ 
 

こ
の
二
つ
の
間
で
見
分
け
が
必
要
に
な
る
︒ 

①  

﹃ 
 

未
然
形
＋
ぬ
・
ね 

 

﹄
の
時 

→

﹃ 
 

打
消 

 

﹄ 

②  

﹃ 
 

連
用
形
＋
ぬ
・
ね 

 

﹄
の
時 

→

﹃ 
 

完
了 

 

﹄ 
      

例
文 

・
風
波
や
ま
ね
ば
︑
な
ほ
同
じ
所
に
あ
り
︵
土
佐
︶ 

風
が
や
ま
な
い
の
で
︑
や
は
り
同
じ
と
こ
ろ
に
い
る 
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む
・
む
ず 

ａ
活
用 

 

﹃ 
 

四
段
型
︵
サ
変
型
︶ 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

﹃ 
 

未
然
形
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

推
量 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
だ
ろ
う 

 
 

 

﹄ 

﹃ 
 

意
志 
 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
・
～
た
い 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

仮
定 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
と
し
た
ら 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

勧
誘 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
し
ま
せ
ん
か 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

婉
曲 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
な 

 
 

 

﹄ 

﹃ 
 

適
当 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
す
る
方
が
良
い 

 
 

﹄ 

む
・
む
ず
の
違
い 

何
が
違
う
か
？ 

 

﹁
む
ず
﹂
は
も
と
も
と 

﹁
む
﹂﹁
と
﹂﹁
す
﹂︵﹁
む
と

す
﹂︶
と
い
う
形 

つ
ま
り…

意
味
を
強
め
た
形 

すいかかえて！！ 
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ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

① 
﹃ 

 

婉
曲(

～
の
よ
う
な) 

 

﹄
か
ど
う
か 

﹃ 
 

む
＋
体
言 

 

﹄→

﹃ 
 

婉
曲 

 

﹄ 

※
﹁
体
言
﹂
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る 

 

② 

﹃ 
 

仮
定(
～
と
し
た
ら) 

 

﹄
か
ど
う
か 

﹃ 
 

む
＋
助
詞 

 
﹄→

可
能
性
大 

 

︵
と
・
と
て 

は
例
外
︶ 

※
﹁
～
と
し
た
ら
﹂
と
訳
せ
る→
﹃ 

 

仮
定 

 

﹄ 
 

 

訳
が
当
て
は
ま
ら
な
い
時
は
﹃ 

 
婉
曲 

 

﹄ 
 

③ 

主
体
者
を
見
る 

主
語
が
一
人
称 

→
 

﹃ 
 

意
志 

 

﹄ 

主
語
が
二
人
称 

→
 

﹃ 
 

勧
誘 

 

﹄ 
→

 

﹃ 
 

適
当 

 

﹄ 

主
語
が
三
人
称 

→
 

﹃ 
 

推
量 

 

﹄ 

﹁
適
当
﹂
と
﹁
勧
誘
﹂ 

相
手
の
身
分
が
︑
低
い
か

ま
た
は
同
程
度
の
場
合 

﹁
適
当
﹂ 

 

例
文 

・
深
き
ゆ
ゑ
あ
ら
む
︒ 

深
い
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒ 

・
わ
れ
こ
そ
死
な
む
︒ 

私
が
死
の
う
︒ 

・
花
を
見
て
帰
り
給
は
む
︒ 

花
を
見
て
お
帰
り
に
な
り
ま
せ
ん
か
︒ 

・
う
れ
し
か
ら
む
心
地
も
せ
ず
︒ 

う
れ
し
い
よ
う
な
気
持
ち
も
し
な
い
︒ 

・
寝
ざ
ら
む
も
わ
ろ
か
り
な
む
︒ 

寝
な
い
と
し
た
ら
︑
き
っ
と
具
合
が
悪
い
だ
ろ
う
︒ 
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じ ａ
活
用 

 

﹃ 
 

無
変
化
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

﹃ 
 

未
然
形
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

打
消
推
量 
 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 
 

～
な
い
だ
ろ
う 

 

﹄ 
 

﹃ 
 

打
消
意
思 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
ま
い
・
～
な
い
つ
も
り
だ 

 

﹄ 
 

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

 

﹃ 
 

主
体
者
で
判
定 

 

﹄ 
 

①  

主
体
者
が
﹃ 

 

一
人
称 

 

﹄
の
時 

→

﹃ 
 

打
消
意
志 

 

﹄ 
 

②  

主
体
者
が
﹃ 

 

三
人
称 

 

﹄
の
時 

→

﹃ 
 

打
消
推
量 

 

﹄ 
       

例
文 

・
わ
が
道
な
ら
ま
し
か
ば
︑
か
く
よ
そ
に
見
侍
ら
じ
も
の
を
︒ 

︵
徒
然
︶ 

も
し
自
分
の
専
門
分
野
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑こ
の
よ
う
に
た
だ
見

て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
に
︒ 
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ま
し 

ａ
活
用 

﹃ 
 

特
殊
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

未
然
形
接
続 

 
﹄ 

 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

反
実
仮
想 

 

﹄  
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

も
し
︑
～
な
ら
ば
︑
～
で
あ
ろ
う
に 

﹄ 
 

﹃ 
 

た
め
ら
い
意
思 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
か
し
ら 

﹄ 
 

﹃ 
 

実
現
不
可
能
希
望 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
で
あ
っ
た
ら
よ
い
の
に 

﹄ 

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

① 

﹃ 
 

未
然
形+

ば 
 

﹄
～
ま
し 

 
→

﹃ 
 

反
実
仮
想 

 

﹄ 
 

② 

﹃ 
 

疑
問
語 

 

﹄+

～+

ま
し 

 
→

﹃ 
 

た
め
ら
い
意
思 

 

﹄ 
 

③ 

ど
れ
で
も
な
い 

 
→

﹃ 
 

反
実
仮
想 

 

﹄
で
訳
し
て
無
理
な
ら

﹃ 
 

た
め
ら
い
意
思 

 

﹄
を
疑
う 

 

※ 

中
世
以
降
は
単
な
る
﹃ 

 

推
量 

 

﹄
と
し
て

用
い
る
こ
と
も
あ
る
︒ 

※ 

﹃ 
 

実
現
不
可
能
希
望 

 

﹄
は
ま
れ
︒ 
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ま
ほ
し 

ａ
活
用 

 

﹃ 
 

形
容
詞
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

﹃ 
 

未
然
形
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

希
望 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 
 

～
た
い
・
～
て
ほ
し
い 

 
﹄ 

   
き ａ

活
用 

﹃ 
 

特
殊
型 

 

﹄ 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

連
用
形
接
続 

 

﹄ 

※
﹃ 

 

カ
変 

 

﹄
﹃ 

 

サ
変 

 

﹄
に
注
意
！ 

こ
︵
未
然
形
︶…

こ
し
︑
こ
し
か 

き
︵
連
用
形
︶…

き
し
︑
き
し
か 

せ
︵
未
然
形
︶…

せ
し
︑
せ
し
か 

し
︵
連
用
形
︶…

し
き 

 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

経
験
過
去 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
た 

 

﹄ 
︵
鬼
が
私
を
︶
殺
さ
む
と
し
き
︒ 

︵
訳
︶
﹃ 

 

殺
そ
う
と
し
た 

 

﹄ 
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け
り 

ａ
活
用 

 

﹃ 
 

ラ
変
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

﹃ 
 

連
用
形
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

伝
聞
過
去 
 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 
 

～
た
そ
う
だ 

 

﹄ 
 

﹃ 
 

詠
嘆 

 
 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
だ
な
あ 

 

﹄ 
ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

①
﹃ 

 

和
歌 

 

﹄
の
時 

 

②
﹃ 

 

心
内
文
・
会
話
文 

 

﹄
の
中 

 

③
﹃ 

 

副
詞
と
呼
応 

 

﹄
す
る
時 

 

④
﹃ 

 

な
り
け
り 

 

﹄
の
時 

 →

﹃ 
 

詠
嘆 

 
 

 

﹄
を
疑
う
こ
と 

      
例
文 

・
追
風
の
吹
き
ぬ
る
と
き
は
ゆ
く
船
の
帆
手
う
ち
て
こ
そ
う
れ

し
か
り
け
れ
︵
土
佐
︶ 

順
調
に
追
い
風
が
吹
い
て
い
る
と
き
は
船
の
帆
が
は
た
め
い
て

手
を
打
っ
て
喜
ん
で
い
た
よ
う
で
す
が
︑ 
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つ
・
ぬ 

ａ
活
用 

つ
﹃ 

 
下
二
段
型 

 

﹄ 

ぬ
﹃ 

 
ナ
変
型 

 
 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

連
用
形
接
続 

 
﹄ 

 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

完
了 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
て
し
ま
っ
た 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

強
意 
 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

き
っ
と
～
・
は
や
く
～ 

 

﹄ 

﹃ 
 

並
列 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
た
り
︑
～
た
り 

 
 

﹄ 
 

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

﹃ 
 

つ
べ
し 

 

﹄
﹃ 

 

ぬ
べ
し 

 

﹄ 

﹃ 
 

て
む 

 

﹄
﹃ 

 

な
む 

 

﹄ 
 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
﹃ 

 

強
意 

 

﹄ 
 

動
詞 

＋ 

つ
・
ぬ 

＋ 

動
詞 

＋ 

つ
・
ぬ 

→

﹃ 
 

並
列 

 

﹄ 
        

例
文 

・
三
河
の
国
八
橋
と
い
ふ
所
に
至
り
ぬ
︒ 

三
河
の
国
八
橋
と
い
う
所
に
た
ど
り
着
い
た
︒ 

・︵
港
に
︶
御
船
︵
私
た
ち
は
︶
返
し
て
む
︒ 

港
に
船
を
は
や
く
か
え
そ
う
︒ 

・︵
扇
が
︶
浮
き
ぬ
︑
沈
み
ぬ
︒ 

扇
が
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
︒ 
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た
り 

ａ
活
用 

﹃ 
 

ラ
変
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

﹃ 
 

連
用
形
接
続 

 
﹄ 

 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

完
了 

 

﹄ 
 

…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
た
・
～
て
し
ま
う 
﹄ 

 

﹃ 
 

存
続 

 

﹄ 
 

…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
て
い
る
・
～
て
あ
る 

﹄ 
  

ｄ
見
分
け
方
︵
同
音
の
判
別
法
・
意
味
の
識
別
法
︶ 

① 

接
続
の
確
認→

﹃ 
 

体
言 

 

﹄ 
 …

﹃ 
 

断
定
の
助
動
詞
た
り 

 

﹄ 

or
﹃ 

 

形
容
動
詞
活
用
語
尾 

 

﹄ 
 

② 

ま
ず
︑
﹃ 

 

存
続 

 

﹄
で
訳
し
て
み
る 

 
→

無
理
な
ら
﹃ 

 

完
了 

 

﹄ 
       

例
文 

・
し
れ
者
は
走
り
か
か
り
た
れ
ば
︑お
び
え
ま
ど
い
て
御
簾
の
う

ち
に
入
り
ぬ
︒︵
枕
草
子
︶ 

ば
か
も
の
︵
犬
の
翁
丸
︶
は
走
り
よ
っ
て
飛
び
か
か
っ
た
の
で
︑

︵
猫
の
命
婦
の
お
と
ど
︶は
び
っ
く
り
し
て
う
ろ
た
え
て
御
簾
の

中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
︒ 

・
重
き
鎧
の
上
に
︑
重
き
物
を
負
う
た
り
い
だ
い
た
り
し
て
︵
平

家
︶ 

重
い
鎧
の
上
に
さ
ら
に
重
い
も
の
を
載
せ
た
り
抱
え
た
り
し
て 
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け
む 

ａ
活
用 

﹃ 
 

四
段
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

連
用
形
接
続 

 
﹄ 

 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

過
去
推
量 

 
 

 
﹄ 

…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
た
だ
ろ
う 

 
 

 
﹄ 

﹃ 
 

過
去
の
原
因
推
量 

 
 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 
 

～
た
の
だ
ろ
う 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

過
去
の
婉
曲 

 
  

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
た
よ
う
な 

 
 

 
﹄ 

﹃ 
 

過
去
の
伝
聞 

 
 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
と
か
い
う 

 
 

 

﹄ 

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

① 

け
む
＋
﹃ 

 

体
言 

 

﹄
の
時 

→

﹃ 
 

伝
聞
・
婉
曲 

 

﹄ 
 

② 

﹃ 
 

疑
問
語
・
原
因 

 

﹄
を
伴
う
時 

→

﹃ 
 

原
因
推
量 

 

﹄ 
 

③ 

そ
れ
以
外 

→

﹃ 
 

推
量 

 

﹄ 
       

例
文 

・
あ
な
う
ら
や
ま
し
︒
な
ど
か
習
は
ざ
り
け
ん
︒︵
徒
然
︶ 

あ
あ
︑う
ら
や
ま
し
い
な
ぁ
︒ど
う
し
て
習
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
︒ 

・
行
平
の
中
納
言
の
﹁
関
吹
き
越
ゆ
る
﹂
と
言
ひ
け
む
浦
波
︑ 

行
平
の
中
納
言
が﹁
関
吹
き
越
ゆ
る
﹂
と
歌
に
詠
ん
だ
と
か
い
う

浦
波
が 



 
 

48 
 

た
し 

ａ
活
用 

﹃ 
 

形
容
詞
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

連
用
形
接
続 

 
﹄ 

 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

希
望 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
た
い
・
～
し
て
ほ
し
い 

 

﹄ 
      

           

例
文 

・
近
う
参
っ
て
見
参
に
も
入
り
た
か
り
つ
れ
ど
も
︑︵
平
家
︶ 

近
く
ま
で
参
っ
て
お
目
に
か
か
り
た
か
っ
た
が 

・
家
に
あ
り
た
き
木
は
︑
松
︑
桜
︒︵
徒
然
︶ 

家
に
あ
っ
て
ほ
し
い
木
は
松
と
桜
︒ 

る・らる・す・さす・し

む・ず・じ・む・むず… 
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り ａ
活
用 

 

﹃ 
 

ラ
変
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

﹃ 
 

サ
変
未
然
形
・
四
段
已
然
形 

 

﹄ 
→

覚
え
方
：
さ
み
し
い
エ
リ
ち
ゃ
ん 

 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

完
了 
 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
た
・
～
て
し
ま
う 

﹄ 
 

﹃ 
 

存
続 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
て
い
る
・
～
て
あ
る 

﹄ 

ｄ
見
分
け
方
︵
同
音
の
判
別
法
・
意
味
の
識
別
法
︶ 

 

① 

接
続
の
確
認 

→

﹃ 
 

ア
段
音
＋
る
れ 

 

﹄ 
…

﹃ 
 

助
動
詞
る
・
ら
る 

 
 

 

﹄ 
→

﹃ 
 

エ
段
音
＋
る
れ 

 

﹄ 
…

﹃ 
 

完
了
・
存
続
の
助
動
詞
り 

 
 

﹄ 
 

わ
れ
︑
旅
せ
り
︒ 

︵
訳
︶
﹃ 

私
は
旅
を
し
て
い
る
︒ 

﹄ 
 

② 

ま
ず
︑
﹃ 

 

存
続 

 

﹄
で
訳
し
て
み
る 

 
→

無
理
な
ら
﹃ 

 

完
了 

 

﹄ 
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べ
し 

ａ
活
用 

﹃ 
 

形
容
詞
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

終
止
ラ
体
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

推
量 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 
～
だ
ろ
う 

 
 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

意
志 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 
～
よ
う 

 
 

 
 

 

﹄ 

﹃ 
 

可
能 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
で
き
る
・
～
で
き
そ
う
だ 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

当
然 
 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
は
ず
だ
・
～
な
け
れ
ば
い
け
な
い 

﹄ 

﹃ 
 

命
令 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
せ
よ
・
～
し
ろ 

 
  

 

﹄ 

﹃ 
 

適
当 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
の
が
よ
い 

 
 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

予
定 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
こ
と
に
な
っ
て
い
る 

 
 

 

﹄ 
 

すいかとめてよ！！ 
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ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

 
① 
﹃ 

 
打
消
し
語
を
伴
う 

 

﹄
時 

→

﹃ 
 

可
能 

 

﹄ 
 ② 

主
体
者
を
見
る 

主
語
が
一
人
称 

→
 

﹃ 
 

意
志 

 

﹄ 

主
語
が
二
人
称 

→
 

﹃ 
 

命
令 

 

﹄ 
→

 

﹃ 
 

適
当 

 

﹄ 

主
語
が
三
人
称 

→
 

﹃ 
 

推
量 

 
﹄ 

 
 

→
 

﹃ 
 

当
然 

 
﹄ 

 

以
上
が
基
準
と
な
る
︒ 

   

例
文 

・
こ
の
い
ま
し
め
︑
万
事
に
わ
た
る
べ
し
︒ 

こ
の
教
訓
は
︑
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
通
じ
る
だ
ろ
う
︒ 

・﹁︵
私
は
︶
こ
の
矢
に
定
む
べ
し
﹂
と
思
へ
︒ 

﹁
私
は
こ
の
一
本
の
矢
で
決
め
よ
う
﹂
と
思
え
︒ 

・
そ
の
山
を
見
る
に
︑
さ
ら
に
登
る
べ
き
や
う
な
し
︒ 

そ
の
山
を
見
る
と
︑
ま
っ
た
く
登
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
が
な
い
︒ 

・﹁
も
の
一
言
い
い
お
く
べ
き
こ
と
あ
り
け
り
﹂
と
い
ひ
て
︑ 

﹁
一
言
︑
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
﹂
と
い
っ
て 

・
家
の
つ
く
り
や
う
は
︑
夏
を
む
ね
と
す
べ
し
︒ 

家
の
つ
く
り
方
は
︑
夏
を
主
と
す
る
方
が
よ
い
︒ 

・
船
に
乗
る
べ
き
所
へ
渡
る
︒ 

船
に
乗
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
所
に
行
く
︒ 
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ら
む 

ａ
活
用 

﹃ 
 

四
段
型 

 

﹄ 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

終
止
ラ
体
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

現
在
推
量 

 
 

 
﹄ 

…

︵
訳
︶
﹃ 

 

今
頃
は
～
て
い
る
だ
ろ
う 

﹄ 

﹃ 
 

現
在
の
原
因
推
量 

 
 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
て
い
る
の
だ
ろ
う 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

現
在
の
婉
曲 

 
  

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
な 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

現
在
の
伝
聞 

 
 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
と
か
い
う 

 
 

 

﹄ 
ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

① 

ら
む
＋
﹃ 

 

体
言 

 

﹄
の
時 

→

﹃ 
 

伝
聞
・
婉
曲 

 

﹄ 
 

② 

﹃ 
 

疑
問
語
・
原
因 

 

﹄
を
伴
う
時 

→

﹃ 
 

原
因
推
量 

 

﹄ 
 

③ 

そ
れ
以
外 

→

﹃ 
 

推
量 

 

﹄ 
       む

・
ら
む
・
け
む 

む
・
ら
む
・
け
む
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
未
来
・
現
在
・
過
去
の
推
量
に

対
応
し
て
い
る
︒
混
同
し
や
す
い
の
は
︑﹁
ら
む
﹂
と
﹁
む
﹂
で
あ

る
︒﹁
ら
む
﹂
は
今
現
在
起
き
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
︑推
量
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒ 
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ま
じ 

ａ
活
用 

﹃ 
 

形
容
詞
型 

 

﹄ 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

終
止
ラ
体
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶not 

べ
し 

﹃ 
 

打
消
推
量 

 

﹄…
︵
訳
︶
﹃ 

 

～
な
い
だ
ろ
う 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

打
消
意
志 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
な
い
つ
も
り
だ  

 

﹄ 

﹃ 
 

不
可
能 

 
 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 
～
す
る
こ
と
が
で
き
な
い 

 

﹄ 

﹃ 
 

打
消
当
然 
 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 
～
は
ず
が
な
い
・
～
べ
き
で
な
い 

﹄ 

﹃ 
 

禁
止 
 

 
 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
す
る
な 

 
 

﹄ 

﹃ 
 

不
適
当 

 
 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
し
な
い
の
が
よ
い 

 

﹄ 
 

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶→

べ
し
参
照 
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ら
し 

ａ
活
用 

﹃ 
 

無
変
化 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

終
止
ラ
体
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

推
定 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

～
ら
し
い 

﹄ 
 

※
推
定
と
は
？
？ 

 →

﹃ 
 

根
拠
の
明
確
な
推
量 

﹄ 
  

め
り 

ａ
活
用 

﹃ 
 

ラ
変
型 

 

﹄ 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

終
止
ラ
体
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

推
定 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
に
見
え
る 

 

﹄ 

﹃ 
 

婉
曲 

 

﹄ 
…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
だ 

 

﹄ 
 

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

﹃ 
 

視
覚
情
報
に
よ
る
根
拠
あ
り 

﹄ 
→

﹃ 
 

推
定 

 

﹄ 
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な
り 

ａ
活
用 

﹃ 
 

ラ
変
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

終
止
ラ
体
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

推
定 

 

﹄ 
 

…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
に
見
え
る 

 

﹄ 

﹃ 
 

伝
聞 

 

﹄ 
 

…

︵
訳
︶
﹃ 
 

～
と
い
う
・
～
そ
う
だ 
﹄ 

    

ｄ
見
分
け
方
︵
意
味
の
識
別
法
︶ 

﹃ 
 

聴
覚
情
報
に
よ
る
根
拠
あ
り 

﹄ 
→

﹃ 
 

推
定 

 

﹄ 
             

例
文 

・
妻
戸
を
︑
や
は
ら
︑
か
い
放
つ
音
す
な
り
︒︵
堤
中
納
言
︶ 

妻
戸
を
そ
っ
と
開
け
る
音
が
す
る
よ
う
だ
︒ 

・
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
我
を
恋
ふ
ら
し
面
影
に
見
ゆ

︵
伊
勢
︶ 

九
十
九
歳
に
も
な
ろ
う
か
と
思
う
よ
う
な
老
女
が
私
を
恋
し
く

思
っ
て
い
る
ら
し
い
︒私
の
目
に
は
そ
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
映
っ

て
い
る
︒ 

・
あ
は
れ
に
い
ひ
語
ら
ひ
て
泣
く
め
れ
ど
︑
涙
落
つ
と
も
見
え

ず
︒︵
大
鏡
︶ 

し
み
じ
み
と
語
り
合
っ
て
泣
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑涙
が

落
ち
る
と
も
見
え
な
か
っ
た
︒ 
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な
り
︵
断
定
︶ 

ａ
活
用 

﹃ 
 

ラ
変
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

﹃ 
 

体
言
・
連
体
形 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

断
定 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 
～
で
あ
る 

 

﹄ 
 

 

﹄ 
 

﹃ 
 

存
在 

 

﹄…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
に
あ
る
・
～
に
い
る 

 
 

﹄ 
  

か
の
人
は
中
将
に
ぞ
あ
る
︒ 

 

﹃ 
 

に 
 

﹄
＋
﹃ 

 

助
詞 

 

﹄
＋
﹃ 

 

存
在 

 

﹄→
こ
の
時
の
﹁
に
﹂
は
﹃ 

 

断
定
・
存
在 

 

﹄ 



 
 

58 
 

ｄ
見
分
け
方
︵
同
音
の
判
別
法
・
意
味
の
識
別
法
︶ 

① 
﹃ 

連
体
形 

﹄or

﹃ 

体
言 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂ 

→
 

﹃ 

断
定 

﹄ 
 

② 

﹃ 
終
止
形 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂ 

→
 

﹃ 

推
定 

﹄ 
 

  

※
﹃ 
ラ
変
型 

﹄
の
時
は
︑
活
用
形
で
の
見
分
け
が
不
可
能
︒
文
意
で
判
定
︒ 

 
 

→
 

﹃ 
う
わ
さ
・
人
の
話 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂→

 

伝
聞
の
﹁
な
り
﹂ 

﹃ 

聴
覚
情
報 

 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂→

 

推
定
の
﹁
な
り
﹂ 

﹃ 

そ
の
他 
 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂→

 

断
定
の
﹁
な
り
﹂ 

 

③ 

﹃ 

形
容
動
詞
活
用
語
尾 

﹄
の
一
部 

→
 

※ 

﹃ 

げ
な
り 

﹄
﹃ 

や
か
な
り 
﹄
﹃ 

ら
な
り 

﹄
の
接
尾
語
に
注
意
！ 

 

④ 

﹃ 

四
段
動
詞 

﹄
の
﹁
な
り
﹂ 

※ Becom
e

の
意
味
を
持
つ
と
き
︒
﹃ 

に 
﹄
﹃ 
と 

﹄
﹃ 

く 

﹄
﹃ 

ず 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂
に
注
意
！ 

  

形
容
動
詞 

形
容
詞
・
形
容
動
詞
は
︑
物

事
の
状
態
・
様
子
を
表
す
際

に
用
い
る
︒ 

う
つ
く
し 

は
﹁
美
し
い
と
い
う
性
質
﹂

を
表
し
て
い
る
︒ 

う
つ
く
し
げ
な
り 

と
い
う
似
語
が
あ
る
が
︑こ

れ
は
︑﹁
う
つ
く
し
い
っ
ぽ

い
﹂と
い
う
感
じ
で
伝
わ
り

方
に
少
し
差
が
あ
る
︒ 
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た
り
︵
断
定
︶ 

ａ
活
用 

 

﹃ 
 

ラ
変
型 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

﹃ 
 

体
言
接
続 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

 

﹃ 
 

断
定 
 

﹄ 
 

…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
で
あ
る 

﹄ 
 

※
存
在
は
な
い
！
！ 

ご
と
し 

ａ
活
用 
 

﹃ 
 

ク
活
用 

 

﹄ 
 

ｂ
接
続
︵
何
形
に
接
続
す
る
か
︶ 

 

﹃ 
 

種
々
の
語 

 

﹄ 
 

ｃ
意
味
用
法
︵
お
よ
び
訳
し
方
︶ 

﹃ 
 

比
況 

 

﹄ 
 

…

︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
だ 

﹄ 
 

﹃ 
 

例
示 

 

﹄ 
 

…
︵
訳
︶
﹃ 

 

～
よ
う
な 

﹄
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助
詞 

助
詞
の
種
類
は
全
部
で
六
種
類
あ
る
︒ 

① 

係
助
詞 

…

﹃ 
 

文
の
終
わ
り
に
決
ま
っ
た
形
を
要
求 

 

﹄
す
る 

② 

接
続
助
詞…
﹃ 

 

文
と
文 

 

﹄
を
つ
な
げ
る
︒ 

③ 

格
助
詞 

…
﹃ 

 

語
と
語 

 

﹄
を
つ
な
げ
る
︒ 

④ 

副
助
詞 

…

﹃ 
 

副
詞
的
な
意
味 
 

﹄
を
添
え
る
︒ 

⑤ 

終
助
詞 

…

﹃ 
 

文
末 

 

﹄
に
用
い
ら
れ
る
︒ 

⑥ 

間
投
助
詞…

﹃ 
 

語
調 

 
﹄
を
整
え
る
︒
呼
び
か
け
や
詠
嘆
な
ど
︒
︵
口
語
派
生
︶ 

助
動
詞
で
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
︒ 

★ 

意
味
に
つ
い
て 

①  

現
代
語
に
存
在
す
る
も
の
︒ 

②  

現
代
語
に
存
在
し
な
い
も
の
︒
︵
も
し
く
は
用
法
が
違
う
︒
︶ 

★ 

接
続 

特
に
接
続
助
詞
︑
終
助
詞
は
し
っ
か
り
と
接
続
ま
で
覚
え
る
こ
と
︒ 
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係
助
詞 

ぞ 
…

結
び
﹃ 

 

連
体
形 

 

﹄
意
味
用
法
﹃ 

 

強
調
・
強
意 

 

﹄…

新
知
識
明
示 

な
む…
結
び
﹃ 

 

連
体
形 

 

﹄
意
味
用
法
﹃ 

 

強
調
・
強
意 

 

﹄…

強
い
確
信 

 

や 
…

結
び
﹃ 

 
連
体
形 

 

﹄
意
味
用
法
﹃ 

 

疑
問
・
反
語 

 

﹄…

﹁
か
﹂
よ
り
強
い 

か 
…

結
び
﹃ 

 
連
体
形 

 

﹄
意
味
用
法
﹃ 

 

疑
問
・
反
語 

 

﹄…

単
純
な
も
の 

 

こ
そ…

結
び
﹃ 

 

已
然
形 

 
﹄
意
味
用
法
﹃ 

 

強
調
・
強
意 

 

﹄…

﹁
ぞ
・
な
む
﹂
よ
り
強
い 

 

は 
…

結
び
﹃ 

 

終
止
形 

 

﹄
意
味
用
法
﹃ 

 

主
題
・
強
調 

 

﹄
係
結
び
を
す
る
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
︒ 

も 
…

結
び
﹃ 

 

終
止
形 

 

﹄
意
味
用
法
﹃ 

 

列
挙
・
添
加 

 

﹄
係
助
詞
だ
と
い
う
こ
と
は
覚
え
て
お
く
︒ 

 

係
り
結
び
の
法
則
︒ 

い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
し
︒ 
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係
助
詞
特
殊
用
法 

①  
係
り
の
副
詞 

﹁
や
・
か
﹂
が
省
略
さ
れ
︑
﹃ 

 

疑
問
詞
の
み 

 

﹄
で
係
り
結
び
す
る
こ
と
が
あ
る
︒ 

そ
の
け
ぢ
め
を
ば
︑
い
か
が
分
く
べ
き
︒ 

 

②  

や
は
・
か
は 

﹃ 
 

反
語 

 

﹄
の
可
能
性
が
高
い
︒ 

 

③  

も
ぞ
・
も
こ
そ 

﹃ 
 

困
惑
・
不
安
・
懸
念 

 

﹄
を
表
す
︒ 

雨
も
ぞ
降
る
︒
︵
訳
︶
﹃ 

 

雨
が
降
る
と
困
る 

 

﹄ 
 

④  

～
こ
そ…

已
然
形
︑ 

 
→

 
 

﹃ 
 

逆
接 

 
﹄ 

こ
の
頃
の
世
の
人
は
十
七
八
よ
り
こ
そ
︑
経
読
み
行
ひ
も
す
れ
︑
さ
る
事
思
ひ
か
け
ら
れ
ず
︒ 

︵
訳
︶﹃ 

 

こ
の
頃
の
世
間
の
人
は
十
七
︑八
歳
か
ら
経
を
読
ん
だ
り
勤
行
し
た
り
も
す
る
け
れ
ど
︑︵
私
は
︶そ
う
い
う
事
は
心
に
も
か
け
な
い 

 

﹄ 
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⑤  

結
び
の
省
略 

係
り
結
び
を
し
て
い
る
は
ず
だ
が
︑
省
略
さ
れ
て
い
る
と
き
が
あ
る
︒ 

 

補
う
べ
き
語
﹃ 

 

言
ふ 

 

﹄
﹃ 

 

あ
ら
む 

 

﹄
﹃ 

 

あ
り
け
む 

 

﹄
﹃ 

 

聞
く 

 

﹄ 
 

誠
に
た
だ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
と
ぞ
︒ 

 

徳
の
い
た
れ
り
け
る
に
や
︒ 

 

⑥  

文
末
用
法 

～
体
言
ぞ
︒ 

強
い
﹃ 

 

疑
問 

 

﹄
を
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
︒ 

 

い
か
に
か
く
言
ふ
ぞ
︒ 

︵
訳
︶
﹃ 

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
強
く
言
う
の
か 
﹄ 

  

反
語
の
訳
に
つ
い
て 

 

反
語
の
訳
仕
方
に
つ
い
て
は
参
考
書
等
に
は
︑ 

﹁
～
か
︑
い
や
～
で
は
な
い
﹂
な
ど
と
書
い
て
あ
る
︒ 

し
か
し
︑
共
通
テ
ス
ト
な
ど
の
選
択
肢
で
は
︑ 

﹁
い
や
～
で
は
な
い
﹂
だ
け
の
訳
が
あ
る
︒ 

 
・
よ
き
人
は
︑
知
り
た
る
事
と
て
︑
さ
の
み
知
り
顔
に
や
は
言
ふ
︒ 

身
分
が
高
く
教
養
の
あ
る
人
は
︑︵
自
分
が
︶
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
か

ら
と
い
っ
て
︑
そ
ん
な
に
も
の
知
り
顔
で
言
い
は
し
な
い
︒ 
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格
助
詞 

★
﹁
の
﹂ 

﹁
が
﹂ 

主
格…
﹁
Ｘ
の…

…

﹂
﹃ 

 

Ｘ
が…

…
 

 

﹄ 

連
体
修
飾
格…
﹁
Ｘ
の
Ｙ
﹂
﹃ 

 

Ｘ
の
Ｙ 

 

﹄ 

同
格…

﹁
Ｘ
の…

…
連
体
形
︵
Ｘ
︶
︑
～
～
～
﹂
﹃ 

 

Ｘ
で…

…

す
る
・
な
Ｘ
～
～
～ 

 

﹄ 

文
脈
で
判
断 

準
体
格…

﹁
Ｘ
の
﹂
﹃ 

 

Ｘ
の
も
の
・
Ｘ
の
○
○ 

 

﹄ 

比
喩…

﹁
Ｘ
の…

…

﹂
﹃ 

 
Ｘ
の
よ
う
な
・
の
よ
う
に…

…
 

 

﹄ 

︵←

﹁
の
﹂
だ
け
︶ 

 

★
﹁
を
﹂
︵
連
用
修
飾
格
︶
現
代
語
と
同
じ 

動
作
の
対
象
﹃ 

 

を 
 

﹄ 

動
作
の
起
点
﹃ 

 

を
・
か
ら 

 

﹄ 

経
過
の
場
所
﹃ 

 

を
通
っ
て 

 

﹄ 
 

★
﹁
へ
﹂
︵
連
用
修
飾
格
︶
現
代
語
と
同
じ 

動
作
の
方
向
﹃ 

 

へ 
 

﹄ 

例
文 

・
白
き
鳥
の
嘴
と
脚
と
赤
き
︑
鴫
の
大
き
さ
な
る
︑
水
の
う
へ
に
遊
び
つ
つ
魚
を

く
ふ
︒︵
伊
勢
︶ 

白
い
鳥
で
︑
く
ち
ば
し
と
脚
が
赤
く
︑
鴫
く
ら
い
の
大
き
さ
の
鳥
が
水
の
上
で
魚

を
食
べ
て
い
る
︒ 

・
草
の
花
は
な
で
し
こ
︒
唐
の
は
さ
ら
な
り
︑ 

草
の
花
は
撫
子
が
い
い
︒
唐
の
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑ 

・
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
男
皇
子
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
︒︵
源
氏
︶ 

世
に
ま
た
と
な
い
気
品
の
あ
る
玉
の
よ
う
な
皇
子
ま
で
も
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
︒ 
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★
﹁
に
﹂
︵
連
用
修
飾
格
︶ 

時
・
場
所
・
方
向
・
帰
着
点
動
作
の
対
象
・
受
身
・
使
役
の
対
象
・
動
作
の
手
段
・
原
因
・
理
由 

強
調
︵
同
じ
動
詞
に
挟
ま
れ
て
い
る
﹁
に
﹂
︶ 

動
詞
・
連
用
形
＋
に
︵
＋
係
・
副
︶
＋
同
じ
動
詞
﹃ 

 

ひ
た
す
ら
・
や
た
ら
に
・
ど
ん
ど
ん
～
す
る 

 

﹄ 

た
だ
腫
れ
に
腫
れ
み
ち
て
︑
た
だ
も
う
ひ
ど
く
腫
れ
に
腫
れ
上
が
っ
て 

敬
主
格
︵
上
の
語
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
と
と
も
に
︑
上
の
語
が
主
語
に
な
る
︶ 

Ｘ
に…

…

尊
敬
語
﹃ 

 

Ｘ
に
お
か
れ
て
は
～
な
さ
る 

 

﹄  

※ 

現
代
語
で
﹁
に
﹂
が
主
格
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
注
意 

﹃
︵
﹁
Ｘ
﹂
は
︑
場
所
を
表
す
語
が
転
じ
て
貴
人
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
語…

﹁
上
﹂
﹁
御
前
﹂
﹁
殿
﹂
な
ど
︶
﹄ 

御
前
に
も
起
き
さ
せ
給
へ
り
︒
︵
訳
︶
﹃ 

 

中
宮
様
に
お
か
れ
て
も
︑
お
起
き
あ
そ
ば
し
た 

 

﹄ 
     



67 
 

★
﹁
と
﹂
︵
連
用
修
飾
格
︶ 

動
作
の
共
同
・
引
用
・
変
化
の
結
果
等 

強
調
︵
同
じ
動
詞
に
挟
ま
れ
て
い
る
﹁
と
﹂
︶ 

動
詞
・
用
＋
と
︵
＋
係
・
副
︶
＋
同
じ
動
詞 

﹃
ひ
た
す
ら
・
や
た
ら
に
・
ど
ん
ど
ん
～
す
る 

あ
ら
ゆ
る
・
す
べ
て
の
～
す
る←

下
が
連
体
形
の
時
に
多
い
﹄ 

来
と
来
て
は
︑
﹃ 

 

ひ
た
す
ら
や
っ
て
来
て
︑ 

 

﹄ 

生
き
と
し
生
け
る
も
の
﹃ 

 

す
べ
て
の
生
き
て
い
る
も
の 

 

﹄
︵
﹁
し
﹂
は
副
助
詞
︶ 

比
喩
﹃ 

 

～
の
よ
う
に 

 
﹄ 

東
国
の
源
氏
︑雲
か
す
み
と
攻
め
の
ぼ
る
︒﹃ 

 

東
国
の
源
氏
が
雲
や
霞
の
よ
う
に︵
大
量
に
︶攻
め
上
る 

 

﹄ 

引
用
﹃ 

 

～
と 

 

﹄ 

渡
守
︑
は
や
舟
に
乗
れ
︑
日
も
暮
れ
ぬ
と
い
ふ
に 

 ★
﹁
に
て
﹂
︵
連
用
修
飾
格
︶ 

場
所
・
時
・
年
齢
・
手
段
・
方
法
・
原
因
・
理
由
等 

資
格
﹃ 

 

～
ト
シ
テ 

 

﹄ 

﹁
Ｘ
︵
人
︶
を
Ｙ
︵
役
割
︶
に
て
﹂
﹃ 

 

Ｘ
ヲ
～
ト
シ
テ 

 

﹄ 

内
裏
の
御
使
ひ
に
て
参
れ
り
け
れ
ば
︑
﹃ 

 

天
皇
の
お
使
い
と
し
て
参
上
し
た
と
こ
ろ 

 

﹄ 
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★
﹁
し
て
﹂
︵
連
用
修
飾
格
︶ 

手
段
・
方
法
﹃ 

 

～
デ
・
ヲ
使
ッ
テ 

 

﹄  
そ
こ
な
り
け
る
岩
に
︑
指
の
血
し
て
書
き
付
け
け
る
︒ 

使
役
の
対
象
﹃ 

 

～
ニ
・
ニ
命
ジ
テ
・
ヲ
使
ッ
テ 

 

﹄  

人
し
て
︑
惟
光
召
さ
せ
て 

﹃ 
 

人
に
命
じ
て
︑
惟
光
を
呼
ば
せ
な
さ
っ
て 

 

﹄ 

動
作
の
共
同
﹃ 

 
～
デ
・
～
ト
ト
モ
ニ 

 

﹄ 

友
と
す
る
人
一
人
二
人
し
て
行
き
け
り
︒ 

﹃ 

友
と
す
る
人
一
人
二
人
と
と
も
に
行
っ
た
の
だ
っ
た 

﹄ 
       

連
体
止
め
に
つ
い
て 

擬
喚
述
法
と
も
い
わ
れ
る
が
︑
文
章
が
連
体
形
で
終

了
す
る
こ
と
が
あ
る
︒﹁
新
鮮
な
空
気
よ
﹂
の
よ
う
に

日
本
語
に
は
主
語
述
語
を
使
わ
な
い
特
殊
な
分
が
あ

る
が
︑
連
体
形
で
分
を
終
え
る
こ
と
で
疑
似
的
に
そ

の
文
章
を
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑

連
体
形
で
終
わ
っ
て
い
る
も
の
す
べ
て
が
こ
れ
で
は

な
い
︒
た
と
え
ば
︑﹁
ぞ
﹂
な
ど
が
係
り
結
び
し
て
い

る
だ
け
の
時
な
ど
︒ 

・
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
し
つ
る
︒ 

雀
の
子
を
犬
君
が
逃
し
た
こ
と
よ
！ 
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★
﹁
よ
り
﹂
︵
連
用
修
飾
格
︶ 

起
点
﹃ 

 

～
カ
ラ 

 

﹄
・
比
較
の
基
準
﹃ 

 

～
ヨ
リ
モ 

 

﹄ 
手
段
﹃ 

 

～
デ 

 

﹄ 
他
夫
の
馬
よ
り
行
く
に
己
夫
し
歩
よ
り
行
け
ば 

﹃ 
 

他
人
の
夫
は
馬
で
行
く
の
に
私
の
夫
は
徒
歩
で
行
く
の
で 

 

﹄ 

経
由
﹃ 

 

～
ヲ
通
ッ
テ 

 

﹄ 

前
よ
り
行
く
水
を
ば
︑
初
瀬
川
と
い
う
な
り
け
り
︒ 

﹃ 
 

前
を
通
っ
て
流
れ
て
い
く
川
を
初
瀬
川
と
い
う
の
だ
っ
た
な
あ 

 

﹄ 

即
時
﹃ 

 

～
ス
ル
ヤ
イ
ナ
ヤ
・
ス
ル
ト
ス
グ
ニ 

 

﹄
︵
連
体
形
に
つ
く
︶ 

時
の
間
の
け
ぶ
り
と
な
り
な
ん
と
ぞ
︑
う
ち
見
る
よ
り
思
は
る
る
︒ 

﹃ 
 

た
ち
ま
ち
煙
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
︑
ち
ょ
っ
と
見
る
と
す
ぐ
に
思
わ
れ
る 

 

﹄ 
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★
﹁
か
ら
﹂
︵
連
用
修
飾
格
︶ 

起
点
﹃ 

 

～
カ
ラ 

 

﹄ 
手
段
﹃ 

 

～
デ 

 

﹄ 
徒
歩
か
ら
ま
か
り
て
︑
言
ひ
慰
め
侍
ら
む
︒ 

﹃ 
 

徒
歩
で
行
き
ま
し
て
︑
話
し
て
慰
め
ま
し
ょ
う 

 

﹄ 

経
由
﹃ 

 
…

ヲ
通
ッ
テ 

 

﹄ 

直
道
か
ら
来
つ
れ
ど
﹃ 

 

近
道
を
通
っ
て
来
た
け
れ
ど 

 

﹄ 

 
 



71 
 

接
続
助
詞 

★
未
然
形
＋
ば 

順
接
仮
定
条
件
﹃ 

 

︵
モ
シ
︶
～
ナ
ラ
バ
・
タ
ラ 

 

﹄ 
 

悪
人
の
ま
ね
と
て
人
を
殺
さ
ば
︑
悪
人
な
り
︒ 

﹃ 
 

悪
人
の
ま
ね
と
い
っ
て
︑
人
を
殺
し
た
な
ら
ば
︑(

そ
れ
も
同
じ
く)

悪
人
で
あ
る 

 

﹄ 
 

★
已
然
形
＋
ば 

順
接
確
定
条
件
・
原
因
理
由
﹃ 
 

～
ノ
デ
・
カ
ラ 

 

﹄ 

偶
然
﹃ 

 

︵
タ
マ
タ
マ
︶
～
シ
タ
ト
コ
ロ
・
ス
ル
ト 

 

﹄ 

恒
常
﹃ 

～
ス
ル
ト
イ
ツ
モ
・
ス
ル
ト
カ
ナ
ラ
ズ 

 

﹄ 

︵←

用
例
少
な
い
︶ 

﹇
か
ぐ
や
姫
は
﹈
い
と
幼
け
れ
ば
︑
籠
に
入
れ
て
養
ふ
︒ 

﹃ 
 

た
い
そ
う
幼
さ
か
っ
た
の
で
︑
籠
に
入
れ
て
育
て
る 

 

﹄ 
 

石
山
に
こ
も
り
た
れ
ば
︑
夜
も
す
が
ら
雨
ぞ
い
み
じ
く
降
る
︒ 

﹃ 
 

石
山
寺
に
籠
も
っ
た
と
こ
ろ
︑
一
晩
中
雨
が
ひ
ど
く
降
る 

 

﹄ 
 

財
あ
れ
ば
恐
れ
多
く
︑
貧
し
け
れ
ば
恨
み
切
な
り
︒ 

﹃ 
 

財
産
が
あ
る
と
必
ず
︵
な
く
し
て
は
大
変
だ
と
︶
心
配
が
多
く
︑
貧
乏
だ
と
必
ず
そ
の
嘆
き
が
深
刻
で
あ
る 

 

﹄  
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★
終
止
形
・
形
容
詞
の
連
用
形
＋
と
も 

逆
接
仮
定
条
件
﹃ 

 

︵
タ
ト
エ
︶
～
テ
モ
・
シ
タ
ト
シ
テ
モ 

 

﹄ 
 

枝
は
折
る
と
も
︑
幹
残
ら
む
︒ 

﹃ 
 

た
と
え
枝
は
切
っ
た
と
し
て
も
︑
幹
は
残
る
だ
ろ
う 

 

﹄ 
 

 

★
已
然
形
＋
ど
も
︵
ど
︶ 

逆
接
確
定
条
件
﹃ 

 
～
ダ
ガ
・
ケ
レ
ド 

 

﹄ 
 

花
咲
け
ど
も
︑
心
う
し
︒ 

﹃ 
 

花
は
咲
い
た
け
れ
ど
も
︑
心
は
晴
れ
な
い 

 

﹄ 
 

 

★
未
然
形
＋
で 

打
消
接
続
﹃ 

 

～
ナ
イ
デ 

 

﹄ 
 

十
月
の
つ
ご
も
り
な
る
に
︑
紅
葉
散
ら
で
盛
り
な
り
︒ 

﹃ 
 

十
月
末
日
で
あ
る
の
に
︑
紅
葉
は
散
ら
な
い
で
盛
り
で
あ
る 

 

﹄ 
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★
連
体
形
＋
を
・
が
・
に 

 
順
接
確
定
条
件
・
原
因
理
由
﹃ 

 

～
ノ
デ
・
カ
ラ 

 

﹄ 
 

 

単
純
接
続
﹃ 

 

～
シ
タ
ト
コ
ロ
・
ス
ル
ト
・
～
ノ
ダ
ガ 

 

﹄ 
 

逆
接
確
定
条
件
﹃ 

 

～
ダ
ガ
・
ケ
レ
ド
・
ノ
ニ 
 

﹄ 
 

 ★
連
体
形
＋
も
の
の
・
も
の
か
ら
・
も
の
を 

 

逆
接
確
定
条
件
﹃ 

 
～
ノ
ニ
・
ダ
ガ
・
ケ
レ
ド 

 

﹄ 

つ
れ
な
く
ね
た
き
も
の
の
忘
れ
が
た
き
に
お
ぼ
す
︒ 

﹃ 
 

無
情
で
う
ら
め
し
い
け
れ
ど
忘
れ
が
た
い
お
方
だ
と
お
思
い
に
な
る 

 

﹄ 
 

※
﹁
も
の
を
﹂
は
和
歌
の
句
末
で
︑
終
助
詞
的
に
詠
嘆
の
こ
と
も
あ
る
︒ 

 

★…

連
用
形
つ
つ 

 

余
情
﹃ 
 

︵
何
度
も
︶
～
シ
テ
・
ツ
ヅ
ケ
テ
イ
ル
コ
ト
ダ 

 

﹄ 
 

 

山
里
は
秋
こ
そ
こ
と
に
わ
び
し
け
れ
鹿
鳴
く
音
に
目
を
さ
ま
し
つ
つ 

 
 

﹃ 
 

山
里
は
秋
こ
そ
格
別
に
寂
し
い
こ
と
よ
︒
鹿
の
鳴
く
声
に
何
度
も
目
を
覚
ま
し
て 

 

﹄ 
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★
～
な
が
ら 

 
同
時
並
行
﹃ 

 

～
シ
ナ
ガ
ラ 

 

﹄ 
 

逆
接
﹃ 

 

～
ノ
ニ
・
ケ
レ
ド 

 

﹄ 
 

 

そ
の
ま
ま
﹃ 

 

～
ノ
マ
マ
デ
・
～
ソ
ッ
ク
リ
ソ
ノ
マ
マ
丸
ゴ
ト
全
部 

 

﹄ 
 

身
は
い
や
し
な
が
ら
母
な
む
宮
な
り
け
る
︒ 

﹃ 
 

身
分
は
低
か
っ
た
け
れ
ど
母
は
皇
族
で
あ
っ
た 

 

﹄ 

旅
の
御
姿
な
が
ら
お
は
し
ま
し
た
り
︒ 

﹃ 
 

旅
の
お
姿
の
ま
ま
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た 

 

﹄ 
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副
助
詞 

★
ば
か
り 

限
定
﹃ 

 
～
ダ
ケ
・
バ
カ
リ 

 

﹄ 

程
度
﹃ 

 
～
ホ
ド
・
ク
ラ
イ 

 

﹄ 
 

★
ま
で 

範
囲
﹃ 

 

～
マ
デ 

 
﹄ 

 

程
度
﹃ 

 

～
ホ
ド
ニ 

 

﹄ 
 

★
な
ど
︵
な
ん
ど
︶ 

例
示
﹃ 

 

ナ
ド 
 

﹄ 
  

婉
曲
﹃ 

 

ナ
ン
カ 

 

﹄ 
  

引
用
﹃ 

 

ナ
ド
ト 

 

﹄ 
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☆
﹁
だ
に
・
す
ら
・
さ
へ
﹂ 

★
だ
に 

類
推
﹃ 

 

～
サ
エ 

 

﹄ 
 

軽
い
も
の
を
挙
げ
て
︑
言
外
に
そ
れ
よ
り
重
い
も
の
を
類
推
さ
せ
る 

※ 

﹁
ま
い
て
・
ま
し
て
﹂
と
呼
応
し
﹁
Ｘ
だ
に
～
～
︒
ま
い
て
Ｙ…

…

﹂ 

﹃ 
 

Ｘ
で
さ
え
～
～
︒
ま
し
て
Ｙ…

…
 

 

﹄ 

︵
Ｙ
な
ら
な
お
さ
ら
と
い
う
意
味
︶ 

虫
だ
に
時
節
を
知
り
た
る
よ
︒ 

﹃ 
 

虫
で
さ
え
時
節
を
し
て
い
る
よ
︒
︵
ま
し
て
︑
人
間
な
ら
わ
き
ま
え
て
い
て
当
た
り
前
だ
︶ 

 

﹄ 
 

最
小
の
限
度
﹃ 

 

セ
メ
テ
～
ダ
ケ
デ
モ 

 

﹄ 
←

下
に
命
令
・
願
望
・
希
望
・
意
志
・
仮
定 

今
宵
だ
に
︑
人
し
ず
め
て
い
と
と
く
あ
は
む
︒ 

﹃ 
 

せ
め
て
今
夜
だ
け
で
も
︑
人
を
寝
静
ま
ら
せ
て
た
い
そ
う
早
く
会
お
う 

 

﹄ 
 

 

★
す
ら 

類
推
﹃ 
 

～
デ
モ
・
デ
サ
エ 

 

﹄ 
 →

重
い(
軽
い)

も
の
を
示
し
て
軽
い(

重
い)

も
の
を
類
推
さ
せ
る 

聖
な
ど
す
ら
前
の
世
の
こ
と
夢
に
見
る
は
︑
い
と
難
か
な
る
を
︑ 

﹃
高
僧
な
ど
で
も
︑前
世
の
こ
と
を
夢
に
見
る
の
は
難
し
い
ら
し
い
の
で
︑︵
ま
し
て
凡
人
で
あ
る
自
分
に
は
無
理
な
の
で
﹄ 
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★
さ
へ 

添
加
﹃ 

 

︵…

ノ
上
ニ
︑
サ
ラ
ニ
︶
～
ま
で
も 

 

﹄ 
  

★
★
★
﹃ 

 

サ
エ 

 

﹄ 

と
訳
し
て
は
な
ら
な
い 

見
る
目
の
い
と
き
た
な
げ
な
き
に
︑
声
さ
へ
似
る
者
な
く
歌
ひ
て
︑ 

﹃ 
 

見
た
目
が
い
か
に
も
こ
ぎ
れ
い
な
う
え
に
︑
声
ま
で
た
と
え
よ
う
も
な
く
美
し
く
歌
っ
て 

 

﹄ 
 

 ★
し
・
し
も 

強
調
﹃ 

 
(

と
く
に
訳
さ
な
く
て
よ
い) 

 

﹄ 
 

  
 

→

﹃ 
 

省
略
し
て
も
意
味
が
通
じ
る
よ
う
な
﹁
し
﹂
﹁
し
も
﹂ 

 

﹄ 

今
し
︑
羽
根
と
い
ふ
所
に
来
ぬ
︒ 

﹃ 
 

(

ち
ょ
う
ど)

今
︑
羽
根
と
い
う
所
に
来
た 

 

﹄ 
 

偽
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
︒ 

﹃ 
 

偽
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い 

 

﹄ 
 

※ 

﹁
～
し
～
ば
﹂
と
い
う
形
が
多
い 
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★
の
み 

限
定
﹃ 

 

～
ダ
ケ 

 

﹄ 
  

強
調
﹃ 

 

～
バ
カ
リ 

 

﹄ 
 

※ 

強
調
﹁
の
み
﹂
の
訳
し
方
の
工
夫…

﹁
の
み
﹂
が
強
調
で
使
わ
れ
て
い
る
と
き
︑
こ
ん
な
訳
し
方
を
す
る 

Ｘ
を
の
み
Ｖ
す
﹃ 

 

Ｘ
を
Ｖ
し
て
ば
か
り
い
る
・
ば
か
り
で
あ
る 

 

﹄←

﹁
Ｘ
だ
け
を
Ｖ
す
る
﹂
で
は
お
か
し
い
場
合 

御
心
の
み
惑
は
し
て
去
り
な
む
こ
と
の
︑
悲
し
く
耐
へ
が
た
く
侍
る
な
り
︒ 

﹃ 
 

お
心
を
乱
し
て
ば
か
り
い
て
︵
月
の
世
界
に
︶
か
え
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
悲
し
く
耐
え
き
れ
な
い
の
で
す 

 

﹄ 
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終
助
詞 

★
文
末
＋
か
し 

念
押
し
﹃ 

 

～
ヨ
・
ネ 

 

﹄ 
 

い
ま
一
度
起
こ
せ
か
し
︒ 

﹃ 
 

も
う
一
度
起
こ
し
て
く
れ
よ 

 

﹄ 
 

※ 

文
末
接
続
︵
﹁
か
し
﹂(

念
押
し)

や
﹁
な
﹂(

詠
嘆)

は
文
末
接
続
︶ 

そ
の
語
自
体
は
﹁
上
の
語
を
何
形
に
す
る
﹂
と
い
う
働
き
は
持
た
ず
他
の
要
因
で
決
定
さ
れ
た
文
末
の
形
に
接
続 

☆
な 

★
未
然
形
＋
な 

自
己
の
希
望
﹃ 

 

～
た
い 

 

﹄ 
 

遊
び
暮
ら
さ
な
︒
﹃ 

 

遊
び
く
ら
し
た
い 

 

﹄ 
 ←

た
だ
し
奈
良
時
代
の
語 

 

★
文
末
＋
な 

詠
嘆
﹃ 

 

～
だ
な
あ
・
だ
よ 

 

﹄ 
 

憎
し
と
こ
そ
思
ひ
た
れ
な
︒
﹃ 

 

憎
ら
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
な
あ 

 

﹄ 
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★
終
止
形
＋
な
︵
ラ
変
型
に
は
体
︶ 

禁
止
﹃ 

 

～
す
る
な 

 

﹄ 
 

東
風
吹
か
ば
匂
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花
あ
る
じ
な
し
と
て
春
を
忘
る
な 

﹃ 
春
の
東
風
が
吹
い
た
ら
そ
の
匂
い
を
吹
き
送
っ
て
く
れ
よ
︑梅
の
花
よ
︒主
人
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
春
を
忘
れ
る
な 

 

﹄ 
 

 

★
な
＋
連
用
形
＋
そ 

禁
止
﹃ 

 

～
し
て
く
れ
る
な 

 

﹄ 

︵
﹁
止
＋
な
﹂
よ
り
柔
ら
か
い)

︵
＊
﹁
な
﹂
は
副
詞
・
時
に
省
略
さ
れ
る
︶ 

※ 

カ
変
・
サ
変
に
は
未
然
形
接
続 

﹁
な
こ
そ
﹂
﹃ 

 

来
て
く
れ
る
な 

 

﹄ 
 

こ
の
ま
ま 

﹁
な
せ
そ
﹂
﹃ 

 

し
て
く
れ
る
な 

 

﹄ 
 

丸
覚
え 

春
な
忘
れ
そ
﹃ 

 

春
を
忘
れ
て
く
れ
る
な 

 

﹄ 
 ←

上
の
﹁
な
﹂
は
副
詞 
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★
体
言
＋
も
が 

形
・
用
～(

し)

く
＋
も
が
な
・
も
が
も 

そ
の
他
・
助
詞
＋
が
な 

他
へ
の
願
望
﹃ 

 
 

～
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
あ 
 

﹄
﹃ 

 

～
で
あ
れ
ば
い
い
な
あ 

 

﹄ 
 

…

現
在
存
在
し
な
い
物
・
そ
う
で
な
い
状
態
を
願
望
す
る 

老
い
ず
死
な
ず
の
薬
も
が
︒ 

﹃ 
 

不
老
不
死
の
薬
が
あ
れ
ば
い
い
の
に
な
あ 

 

﹄ 
 

と
く
京
へ
も
が
︒ 

﹃ 
 

は
や
く
都
へ
行
き
た
い 

 

﹄ 
 

 

★
未
然
形
＋
ば
や
・
な 

連
用
形
＋
て
し
が
な
・
に
し
が
な 

自
己
の
希
望
﹃ 

 

～
し
た
い 

 

﹄ 
 

ほ
と
と
ぎ
す
の
声
た
づ
ね
に
行
か
ば
や
﹃ 

 

ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
た
ず
ね
に
行
き
た
い 

 

﹄ 
 

い
か
で
︑こ
の
か
ぐ
や
姫
を
得
て
し
が
な﹃ 

 

ど
う
に
か
し
て
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
手
に
入
れ
た
い
も
の
だ 

 

﹄ 
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★
未
然
形
＋
な
む
・
ね
・
に 

他
へ
の
願
望
﹃ 

 

～
し
て
ほ
し
い 

 

﹄ 
 

﹁
惟
光
と
く
参
ら
な
む
﹂
と
お
ぼ
す 

﹃ 
 

﹁
惟
光
が
早
く
参
上
し
て
ほ
し
い
﹂
と
お
思
い
に
な
る 

 

﹄ 
 

 

★
体
言
・
連
体
形
＋
か
・
か
な
・
か
も 

詠
嘆
﹃ 

 
…

ヨ
・
コ
ト
ヨ 

 

﹄ 
  

風
吹
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か 

﹃ 
 

風
が
吹
く
と
峰
か
ら
別
れ
て
い
く
白
雲
の
よ
う
に
︑
ま
っ
た
く
︵
私
に
︶
つ
れ
な
い
あ
な
た
の
心
だ
な
あ 

 

﹄ 
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間
投
助
詞 

★
を
・
よ
・
や 

 

詠
嘆
﹃ 

 
～
ヨ
・
コ
ト
ヨ 

 

﹄ 
 

閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声 

 

呼
び
か
け
﹃ 

 

～
ヨ 

 

﹄
・
強
調
・
整
調
﹃ 

 
…

ネ
︵
訳
さ
な
い
︶ 

 

﹄ 
  

朝
臣
や
︑
さ
や
う
の
落
葉
だ
に
拾
へ
︒ 

﹃ 
 

朝
臣
よ
︑
せ
め
て
そ
の
よ
う
な
落
ち
葉
だ
け
で
も
拾
え 

 

﹄ 
 

萩
が
花
散
る
ら
む
小
野
の
露
霜
に
濡
れ
て
を
行
か
む
さ
夜
は
ふ
く
と
も 

﹃
萩
の
花
が
散
っ
て
い
る
野
原
の
露
や
霜
に
濡
れ
て
︵
ね
︶
行
こ
う
︒
︵
辿
り
着
く
頃
に
は
︶
夜
は
更
け
る
に
し
て
も
﹄ 

 

※ 

﹁
を
﹂
省
略
し
て
も
意
味
が
通
じ
る
︵
そ
し
て
目
的
語
に
付
く
わ
け
で
な
い
︶
と
き
︑
整
調
・
強
調 

※ 

文
末
に
あ
る
﹁
や
﹂
の
識
別―
﹃ 
係
助
詞 

﹄ 

か
﹃ 

間
投
助
詞 

﹄ 

か
？→

﹃ 
 

文
脈
で
判
断 

 

﹄ 

あ
は
れ
︑
い
と
寒
し
や
︒
﹃ 

 

あ
あ
︑
た
い
そ
う
寒
い
な
あ 

 

﹄ 
 →

﹃ 

間
投
助
詞 

 

﹄ 

詠
嘆 

御
子
は
お
は
す
や
︒
﹃ 

 

お
子
さ
ま
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か 

 

﹄ 
 →

﹃ 

係
助
詞 

 
 

﹄ 

疑
問 

我
も
し
に
︑
聖
も
失
せ
な
ば
︑
た
づ
ね
聞
き
て
む
や 

﹃ 
 

私
も
死
に
︑
高
僧
も
亡
く
な
っ
た
な
ら
ば
︑
尋
ね
聞
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
い
や
で
き
な
い 

 

﹄ 
→

﹃ 

係
助
詞 

﹄ 

反
語 
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同
音
の
識
別
＋
副
詞 

ぬ
・
ね
の
識
別 

④ 

未
然
形
＋
﹁
ぬ
﹂
﹁
ね
﹂ 

→

﹃ 
 

打
消 

 

﹄ 

⑤ 

連
用
形
＋
﹁
ぬ
﹂
﹁
ね
﹂ 

→

﹃ 
 

完
了
・
強
意 

 

﹄ 

★
上
が
未
然
形
か
連
用
形
か
区
別
が
つ
か
な
い
と
き 

︵
﹃ 

 

下
二
段
や
上
二
段 

 
﹄
の
時
︶ 

⑥ 

係
助
詞
が
あ
る
と
き
︵
ぞ
な
む
や
か
こ
そ
︶ 

下
は
連
体
形
な
の
で→

﹃ 
 

打
消 

 
﹄ 

⑦ 

﹃ 
 

文
末 

 

﹄
の
時
︑
終
止
形 

→

﹃ 
 

完
了
・
強
意 

 

﹄ 

⑧ 

下
の
語
で
活
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
時︵
ど
も
・
ば
︶ 

→

﹃ 
 

活
用
で
判
断 

 

﹄ 

⑨ 

そ
の
他→

﹃ 
 

動
詞
の
可
能
性 

 

﹄ 

る
・
れ
の
識
別 

① 

﹃ 
 

a
段
音 

 

﹄
＋
ら
り
る
れ 

→

﹃ 
 

受
身
な
ど
の
﹁
る
﹂ 

 

﹄ 

② 

﹃ 
 

e
段
音 

 

﹄
＋
ら
り
る
れ 

→

﹃ 
 

完
了
・
存
続
の
﹁
り
﹂ 

 

﹄ 

③ 

そ
の
他→

意
味
に
よ
る
識
別 

        

復
習 

る
・
ら
る 

①
﹃ 

 

打
消
し
語 

 

﹄
が
存
在
す
る
時→

﹃
可
能
﹄ 

②
﹃ 

 

心
情
を
表
す
語 

 

﹄
が
存
在
す
る
時→

﹃
自
発
﹄ 

③
﹃ 

 

～
に
～
る
・
ら
る 

 

﹄
の
形→

﹃
受
身
﹄ 

④
﹃ 

 

貴
人 

 

﹄
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
時→

﹃
尊
敬
﹄ 

つ
・
ぬ 

つ
べ
し
・
ぬ
べ
し
・
て
む
・
な
む→

﹃
強
意
﹄ 
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な
む
の
識
別 

① 
未
然
形
＋
﹁
な
む
﹂ 

→
﹃ 

 
終
助
詞
︵
他
へ
の
願
望
︶ 

 

﹄ 

② 

連
用
形
＋
﹁
な
む
﹂ 

→

﹃ 
 

﹁
ぬ
﹂
＋
﹁
む
﹂ 

 

﹄ 

③ 

﹃ 
 

ナ
変
動
詞
＋
む 

 

﹄ 

④ 

そ
れ
以
外→

﹃ 
 

係
助
詞 

 

﹄ 
 ★

例
外
も
あ
り
ま
す…

 

助
動
詞
︵
に
・
ず
・
べ
く
・
ま
じ
く
︶
＋
な
む 

形
容
詞
・
形
容
動
詞
＋
な
む 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
連
用
形
に
つ
い
て
い
て
も 

→

﹃ 
 

係
助
詞 

 

﹄ 
  

ら
む
の
識
別 

① 

終
止
形
＋
﹁
ら
む
﹂ 

→

﹃ 
 

現
在
推
量 

 

﹄ 

② 

﹃ 
 

e
段
音 

 

﹄
＋
﹁
ら
む
﹂ 

→

﹃ 
 

﹁
り
﹂
＋
﹁
む
﹂ 

 

﹄ 

③ 

そ
の
他→

い
ろ
い
ろ
あ
る
︵
た
ら
む…

た
り
＋
む
︶ 

          

復
習 

む ① 

﹃ 
 

婉
曲(

～
の
よ
う
な) 

 

﹄
か
ど
う
か 

﹃ 
 

む
＋
体
言 

 

﹄→

﹃ 
 

婉
曲 

 

﹄ 

※
﹁
体
言
﹂
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る 

② 

﹃ 
 

仮
定(

～
と
し
た
ら) 

 

﹄
か
ど
う
か 

﹃ 
 

む
＋
助
詞 

 

﹄→

可
能
性
大 

 

③ 

主
体
者
を
見
る 

主
語
が
一
人
称 

→
 

﹃ 
 

意
志 

 

﹄ 
主
語
が
二
人
称 

→
 

﹃ 
 

勧
誘 

 

﹄﹃ 
 

適
当 

 

﹄ 
主
語
が
三
人
称 

→
 

﹃ 
 

推
量 

 

﹄ 
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に
の
識
別 

① 
体
言
＋
﹁
に
﹂
＋
文
章 

→
﹃ 

 
接
続
助
詞 

 

﹄ 

② 

文
章
＋
﹁
に
﹂
＋
文
章 

→

﹃ 
 

格
助
詞 

 

﹄ 

③ 

﹁
に
﹂
＋
助
詞
＋
存
在 

→

﹃ 
 

断
定
﹁
な
り
﹂ 

 

﹄ 

④ 

連
用
形
＋
﹁
に
﹂ 

→

﹃ 
 

﹁
ぬ
﹂ 

 

﹄ 

⑤ 

状
態
・
様
子
＋
﹁
に
﹂ 

→

﹃ 
 

形
容
動
詞 

 

﹄ 

⑥ 

ナ
変
動
詞
の
可
能
性 

⑦ 

体
言
＋
﹁
に
﹂
＋
﹁
て
﹂ 

→

助
詞
﹁
に
て
﹂
の
一
部 

⑧ 

そ
の
他→

副
詞
な
ど 

な
り
の
識
別 

① 

﹃ 

連
体
形 

﹄or

﹃ 

体
言 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂ 

→
 

﹃ 

断
定 

﹄ 

② 

﹃ 

終
止
形 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂ 

→
 

﹃ 

推
定 

﹄ 

③ 

﹃ 
 

う
わ
さ
・
人
の
話 

 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂ 

→
 

伝
聞
の
﹁
な
り
﹂ 

④ 

﹃ 
 

聴
覚
情
報 

 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂ 

→
 

推
定
の
﹁
な
り
﹂ 

⑤ 

﹃ 
 

そ
の
他 

 

﹄
＋
﹁
な
り
﹂ 

→
 

断
定
の
﹁
な
り
﹂ 

⑥ 

﹃ 

形
容
動
詞
活
用
語
尾 

﹄
の
一
部 

→
 

﹃ 

げ
な
り 

﹄
﹃
や
か
な
り 

﹄
﹃ 

ら
な
り 

﹄ 

⑦ 

﹃ 

四
段
動
詞 

﹄
の
﹁
な
り
﹂ 

Becom
e

の
意
味
を
持
つ
と
き
︒ 

﹃
に
﹄
﹃
と
﹄
﹃
く
﹄
﹃
ず
﹄
＋
﹁
な
り
﹂ 
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副
詞 

あ
へ
て 
～
打
消…

ま
っ
た
く
～
な
い 

お
ほ
か
た
～
打
消…

ま
っ
た
く
～
な
い 

か
け
て
～ 
打
消…

ま
っ
た
く
～
な
い 

さ
ら
に
～ 

打
消…
ま
っ
た
く
～
な
い 

す
べ
て
～ 

打
消…
ま
っ
た
く
～
な
い 

た
え
て
～ 

打
消…

ま
っ
た
く
～
な
い 

つ
ゆ
～ 

 

打
消…

ま
っ
た
く
～
な
い 

つ
や
つ
や
～
打
消…

ま
っ
た
く
～
な
い 

よ
に 

～ 

打
消…

ま
っ
た
く
～
な
い 

を
さ
を
さ
～
打
消…

少
し
も
︑
め
っ
た
に
～
な
い 

い
た
く
～ 

打
消…

あ
ま
り
～
な
い 

え
～ 

 
 

打
消…

～
で
き
な
い
︵
不
可
能
︶ 

よ
も
～
じ…

ま
さ
か
～
な
い
だ
ろ
う 

い
さ
～
知
ら
ず…

さ
あ
︑
ど
う
だ
か
わ
か
ら
な
い 

ゆ
め
︵
ゆ
め
ゆ
め
︶
～
禁
止…

決
し
て
～
す
る
な 

あ
な
か
し
こ
～
禁
止…

決
し
て
～
す
る
な
︵
強
い
禁
止
︶ 

な
︵
副
詞
︶
～
そ
︵
終
助
詞
︶…

～
し
な
い
で
く
れ
︑
し
て

く
れ
る
な
︵
や
わ
ら
か
い
禁
止
︶ 

い
つ
し
か
～
希
望
・
意
志…

は
や
く
～
し
た
い
︑
し
よ
う
︑

し
て
ほ
し
い 

い
か
で
～ 

希
望
・
意
志…

な
ん
と
か
し
て
～
し
た
い
︑
し

よ
う
︑
し
て
ほ
し
い 

た
と
ひ
～
と
も…

た
と
え
～
と
し
て
も 

い
か
で
︵
か
・
か
は
︶
～
推
量
の
助
動
詞
・
助
詞 

…

疑
問 

ど
う
し
て
・
ど
の
よ
う
に
し
て
～
か 

 

反
語 

ど
う
し
て
～
か
︑
い
や
︑
～
な
い 

 
 

い
か
で
～
む 

…

﹁
む
﹂
が
意
志
︵
な
ん
と
か
し
て
～
し
よ
う
︶ 

…

﹁
む
﹂
が
推
量 

疑
問
＝
ど
う
し
て
～
か
︶ 

反
語
＝
ど
う
し
て
～
で
き
よ
う
か
︑
い
や
︑
で
き
な
い 
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敬
語
法 

敬
語
と
は 

︵
例
︶ 

生
徒
が
筆
箱
を
人
に
借
り
る
と
き 

       

★ 

敬
語
の
学
習
ポ
イ
ン
ト 

敬
語
の
種
類 

→
 

暗
記 

 

敬
意
の
方
向 

→
 

読
解 

★
敬
語
の
種
類 
 

﹃ 
 

尊
敬
語 

 

﹄ 
 →

﹃ 
 

動
作
の
主
体
に
対
し
て
敬
意
を
表
す 

 

﹄ 
 

﹃ 
 

謙
譲
語 

 

﹄ 
 →

﹃ 
 

動
作
の
客
体
に
対
し
て
敬
意
を
表
す 

 

﹄ 
 

﹃ 
 

丁
寧
語 

 

﹄ 
 →

﹃ 
 

聞
き
手
に
対
し
て
敬
意
を
表
す 

 

﹄ 
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敬
語
使
用
例 

 
 

 
 

 
 

給
ふ 

大
納
言
︑
袴
を
与
ふ
︒ 

 

︵
訳
︶
大
納
言
が
︑
袴
を
与
え
る 

 
 

 
 

 
 

 

﹃ 
 

お
与
え
に
な
る 

 

﹄ 
  

 
 

 
 

 

奉
る 

尼
︑
仏
に
花
を
与
ふ
︒ 

 

︵
訳
︶
尼
が
︑
仏
に
花
を
与
え
る 

 
 

 
 

 
 

 

﹃ 
 

さ
し
上
げ
る 

 

﹄ 
    

本
動
詞
と
補
助
動
詞 

補
助
動
詞
と
は…

 

﹃
本
来
の
実
質
的
意
味
を
失
っ
た
動
詞
を
補
助
動
詞
﹄ 

 

補
助
動
詞
に
な
る
の
は
︑
次
の
パ
タ
ー
ン
︒ 

① 

動
詞
に
つ
い
て
敬
意
を
表
す
も
の 

 

② 

形
容
詞
﹁
べ
し
﹂
﹁
ず
﹂
の
下
に
つ
く
﹁
あ
り
﹂ 

 

③ 

助
詞
を
介
し
て
動
詞
の
下
に
つ
く
﹁
す
﹂ 

 

④ 

﹁
て
﹂﹁
つ
つ
﹂を
介
し
て
動
詞
の
下
に
つ
く﹁
あ
り
﹂ 

 

⑤  

﹁
て
﹂
を
介
し
て
動
詞
の
下
に
つ
く
﹁
み
る
﹂ 
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重
要
な
敬
語
︵
超
初
級
︶ 

 

④ 

﹃ 
 

給
ふ 

 

﹄ 

ハ
行
四
段 

→

﹃ 
 

尊
敬 

 

﹄ 

︵
訳
︶
本
動
詞
﹃ 
お
与
え
に
な
る
︑
く
だ
さ
る 

﹄ 
 

 
 

補
助
動
詞
﹃ 

 

お
～
に
な
る 

 
 

﹄ 

ハ
行
下
二
段→

﹃ 
 

謙
譲 

 

﹄ 

︵
訳
︶
補
助
動
詞
﹃ 

 
～
て
お
り
ま
す 

 
 

﹄ 
 

⑤ 

﹃ 
 

奉
る 

 

﹄ 

本
動
詞
の
時 

 

尊
敬 

→
 

﹃ 
 

お
食
べ
に
な
る 

 
﹄ 

 

謙
譲 

→
 

﹃ 
 

さ
し
上
げ
る 

 

﹄ 

補
助
動
詞
の
時 

 

謙
譲 

→
 

﹃ 
 

～
申
し
上
げ
る 

 

﹄ 
 

⑥ 

﹃ 
 

参
る 

 

﹄ 

尊
敬
語
の
時 

︵
訳
︶﹃ 

 

お
飲
み
に
な
る
︑お
食
べ
に
な
る 

 

﹄ 

謙
譲
語
の
場
合 

︵
訳
︶﹃ 

 

参
上
す
る
︑
し
て
差
し
上
げ
る 

 

﹄ 
 ⑦ 

﹃ 
 

お
は
す 

 

﹄ 

本
動
詞﹃ 

 

い
ら
っ
し
ゃ
る
︑お
行
き
に
な
る 

 

﹄ 

補
助
動
詞
﹃ 

 

～
い
ら
っ
し
ゃ
る 

 

﹄ 
 ⑧ 

﹃ 
 

侍
り
・
候
ふ 

 

﹄ 

本
動
詞
の
時 

謙
譲 

→
 

﹃ 
 

お
仕
え
申
し
上
げ
る 

 

﹄ 

丁
寧 

→
 

﹃ 
 

あ
り
ま
す
︑
お
り
ま
す 

 

﹄ 

補
助
動
詞
の
時 

丁
寧 

→
 

﹃ 
 

～
ま
す
︑
で
す 

 

﹄ 
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敬
意
の
方
向 

︵
例
︶
大
納
言
︑
翁
に
袴
を
給
ふ
︒ 

     

誰
か
ら 

﹃ 
 

地
の
分 

 

﹄→

﹃ 
 

作 
者 

 

﹄ 

﹃ 
 

会
話
文 

 

﹄→

﹃ 
 

話
し
手 

 
﹄ 

 

誰
に 

﹃ 
 

尊
敬
語 

 

﹄→

﹃ 
 

動
作
主
体 

 
 

 
﹄ 

﹃ 
 

謙
譲
語 

 

﹄→

﹃ 
 

動
作
客
体 

 
 

 

﹄ 

﹃ 
 

丁
寧
語 

 

﹄→

﹃ 
 

聞
き
・
読
み
手 

 

﹄ 
練
習 

僧
都
︑
﹁
尼
︑
仏
に
花
を
奉
る
﹂
と
言
ひ
侍
り
︒ 

     

か
ぐ
や
姫
︑
帝
に
不
死
の
薬
を
奉
り 

給
ふ
︒ 

    

★ 

二
方
向
へ
の
敬
意 
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敬
語
法
応
用 

最
高
敬
語 

﹁
せ
給
ふ
﹂
﹁
さ
せ
給
う
﹂
な
ど
の 

二
度
敬
語
を
用
い
る
場
合
を
最
高
敬
語
と
い
う
︒ 

※ 

﹃ 
 

地
の
文 

 
﹄
に
限
る 

 

︻
練
習
︼
傍
線
部
に
気
を
付
け
て
現
代
語
訳
せ
よ
︒ 

 

白
河
院
降
り
さ
せ
給
ひ
て
の
ち
︒
金
葉
集
か
さ
ね
て
俊
頼

朝
臣
に
仰
せ
て
撰
ば
せ
給
ふ
に
こ
そ
︑
初
め
奏
し
た
り
け

る
に
︑ 

 

白
河
院
御
譲
位
の
後
︑
﹃
金
葉
集
﹄
を
も
う
一
度
俊
頼
朝

臣
に
命
じ
て
撰
ば
せ
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
︑
初
め

奏
覧
し
た
こ
ろ
︑ 

宮
は
い
と
や
す
ら
か
に
︑
今
少
し
大
人
び
さ
せ
給
へ
る
御

け
し
き
の
︑
紅
の
御
衣
に
ひ
あ
り
あ
は
せ
給
へ
る
︑
た
ぐ

ひ
は
い
か
で
か
と
み
え
さ
せ
給
ふ
︒ 

 

中
宮
は
た
い
へ
ん
落
ち
着
い
て
︑
少
し
大
人
び
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
お
顔
の
様
子
が
︑
紅
の
お
召
し
物
に
照
り
映
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
︑
比
べ
る
も
の
の
な
い
美
し
さ
に

お
見
え
あ
そ
ば
す
︒ 
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自
敬
表
現 

夕
供
御
参
る
折
︑
公
卿
達
常
の
御
所
に
さ
ぶ
ら
ふ
に
仰
せ

ら
れ
出
だ
し
て
︑
﹁
わ
が
御
身
︑
三
十
三
に
な
ら
せ
お
は

し
ま
す
︒
御
厄
年
に
負
け
た
る
と
お
ぼ
ゆ
る
﹂ 

 

傍
線
部
の
敬
語
に
お
け
る
敬
意
の
対
象
は
誰
か
？ 

 

自
敬
表
現
と
は
︑ 

① 

相
手
の
動
作
を
謙
譲
語
で
表
す
︒ 

② 

自
分
の
動
作
を
尊
敬
語
で
表
す
︒ 

 

︵
御
所
が
︶
ご
夕
食
を
召
し
上
が
る
と
き
︑
公
卿
達
が
い

つ
も
の
御
所
︵
＝
院
︶
に
お
仕
え
申
し
上
げ
て
い
る
と
︑

︵
御
所
が
︶
口
に
出
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
﹁
私
は
︵
今
年

で
︶
三
十
三
に
な
り
ま
す
︒
そ
の
厄
年
に
負
け
た
と
思
わ

れ
る
﹂ 

★ 

敬
語
の
ポ
イ
ン
ト 

敬
語
の
種
類 

→
 

暗
記 
 

暗
記
す
べ
き
は
二
種
類
以
上
あ
る
単
語
！ 

元
の
意
味
に
連
動
し
て
訳
し
方
も
覚
え
る
こ
と
︒ 

 

敬
意
の
方
向 

→
 

読
解 

 

文
章
中
で
は
常
に
主
体
者
を
意
識
す
る
こ
と
︒ 

﹁
と
・
と
て
﹂
に
要
注
意
！ 

 

最
高
敬
語
・
自
敬
表
現 

 

地
の
文→

最
高
敬
語
︵
れ
・
ら
れ
給
ふ
は
な
い
︶ 

会
話
文→

動
作
主
に
注
意
し
て
識
別
︒ 
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